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「法の表示理論」の憲法論的意義と論点

103

一
　
序

二
　
法
の
一
般
理
論
と
し
て
の
「
法
の
表
示
」
へ
の
着
目

三
　
ア
ド
ラ
ー
に
よ
る
表
示
理
論
へ
の
根
源
的
批
判

　
㈠
　
表
示
理
論
の
定
式
化

　
㈡
　
米
国
憲
法
実
践
の
説
明
の
失
敗

四
　
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
よ
る
再
説
と
反
論

　
㈠
　
態
度
の
表
明
と
し
て
の
表
示
と
そ
の
憲
法
的
害
悪

　
㈡
　
ア
ド
ラ
ー
へ
の
反
論

五
　
憲
法
論
か
ら
の
検
討

　
㈠
　
意
　
義

　
㈡
　
論
　
点

六
　
結

 

瑞 

慶 

山
　
　
広
　
　
大

「
法
の
表
示
理
論
」
の
憲
法
論
的
意
義
と
論
点

―
ア
ド
ラ
ー
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
と
の
応
酬
を
手
掛
か
り
に

―



法学政治学論究　第116号（2018.3）

104

一
　
序

　
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
法
の
表
示
理
論expressive theories of law

」
と
呼
ば
れ
る
学
説
に
注
目
し
、
そ
の
法

的
議
論
、
と
り
わ
け
憲
法
論
と
し
て
の
意
義
と
論
点
を
析
出
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
法
の
表
示
理
論
に
分
類
さ
れ
る
学
説
に
は

様
々
な
も
の
が
あ
り
、
抑
も
「
表
示
理
論
」
と
い
う
言
い
方
さ
え
統
一
さ
れ
て
い
な（
1
）い。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
学
説
群
の
総
称
と
し
て
上

記
呼
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
（
ま
た
は
単
に
「
表
示
理
論
」
と
言
う
）。

　
法
の
表
示
へ
の
着
目
は
幾
つ
か
の
法
領
域
で
見
ら
れ
た
が
、
様
々
な
学
説
群
の
中
か
ら
本
稿
が
取
り
上
げ
る
の
は
、
表
示
理
論
の
主
要

論
者
の
一
人
と
言
っ
て
良
い
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
精
力
的
に
主
張
し
た
表
示
理
論
で
あ
る
。
彼
は
、
禁
止
・
義
務
付
け
に
よ
る

憲
法
上
の
自
由
・
権
利
の
侵
害
と
は
異
な
る
態
様
で
、
法
の
表
示
が
憲
法
的
害
悪
を
齎
す
可
能
性
に
言
及
し
た
。
そ
れ
が
い
か
な
る
試
み

で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
本
稿
の
最
初
の
目
的
で
あ
る
（
第
二
章
）。

　
ピ
ル
デ
ィ
ス
を
含
む
表
示
理
論
に
対
し
て
は
、「
表
示
」
な
る
法
的
構
成
に
懐
疑
の
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
も
最
大
の

批
判
を
展
開
し
た
の
は
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ド
ラ
ー
で
あ
っ
た
。
彼
は
種
々
の
表
示
理
論
を
一
つ
の
定
式
に
纏
め
た
後
、
表
示
理
論
を
主
張
・

擁
護
す
る
論
者
に
対
し
て
そ
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
く
。
彼
の
批
判
に
は
難
解
な
点
も
少
な
く
な
い
た
め
、
そ
の
主
張
を
適
切
に
理
解

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
第
三
章
）。
批
判
さ
れ
た
ピ
ル
デ
ィ
ス
も
黙
っ
て
お
ら
ず
、
ア
ド
ラ
ー
の
批
判
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
の
と
同

じ
号
の
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
上
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
と
の
共
著
論
文
を
掲
載
し
、
自
ら
の
表
示
理
論
の
再
説
と
ア
ド
ラ
ー
に
対
す

る
反
論
を
行
な
っ
た
。
こ
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
（
以
下
「
Ａ
＆
Ｐ
」
と
略
記
）
の
再
説
・
反
論
は
ア
ド
ラ
ー
の
も
の
に
負
け
ず

劣
ら
ず
難
解
な
た
め
、
彼
ら
の
理
路
を
確
認
し
た
い
（
第
四
章
）。

　
そ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
両
者
の
応
酬
は
、
し
か
し
、
表
示
理
論
を
解
明
し
た
と
い
う
よ
り
も
混
迷
さ
せ
た
と
言
っ
て
良
い
。
本
稿
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は
最
後
に
、
両
者
の
応
酬
の
対
立
点
を
明
確
化
し
た
上
で
一
定
の
評
価
を
下
し
、
そ
れ
が
示
唆
す
る
表
示
理
論
の
憲
法
論
と
し
て
の
意
義

を
見
つ
け
出
し
た
い
。
特
に
、
表
示
理
論
は
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
が
提
起
し
た
間
接
規
制
問
題
、
と
り
わ
け
社
会
規
範
を
通
じ
た

そ（
2
）れと
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連
性
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
考
え
を
述
べ
た
い
。
と
同
時
に
、
憲
法
論
と
し
て
の
表
示

理
論
を
発
展
・
修
正
し
て
い
く
上
で
避
け
て
は
通
れ
な
い
論
点
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
表
示
理
論
の
更
な
る
研
究
へ
弾
み
を
付
け
た
い

（
第
五
章
）。

二
　
法
の
一
般
理
論
と
し
て
の
「
法
の
表
示
」
へ
の
着
目

　
法
の
表
示
理（
3
）論と

は
、
様
々
な
論
者
が
多
様
な
定
義
付
け
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
通
約
的
な
定
義
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

即
ち
、
法
は
行
為
を
禁
止
し
た
り
誰
か
に
授
権
を
行
な
っ
た
り
す
る
よ
う
な
一
般
に
法
効
果
と
呼
ば
れ
る
側
面
に
加
え
て
、
何
ら
か
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
側
面
も
備
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
側
面
も
ま
た
我
々
の
自
由
や
権
利
と
の
関
係
で
、
あ
る
い
は
国
家
統
治
に
関
連

し
て
、
法
的
に
問
題
と
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
理
論
で
あ
る
。

　
法
の
表
示
と
い
う
側
面
に
早
く
か
ら
着
目
し
た
も
の
と
し
て
、
法
哲
学
者
ジ
ョ
エ
ル
・
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
の
刑
罰
論
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き（
4
）る。

彼
は
、
一
般
に
不
正
と
見
做
さ
れ
る
作
為
・
不
作
為
に
対
す
る
不
利
益
な
処
遇
で
あ
る
「
懲
罰penalty

」
と
は
区
別
さ
れ
る

「
刑
罰punishm
ent

」
の
独
自
性
を
枠
付
け
る
た
め
に
、
法
の
表
示
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。
我
々
が
刑
罰
と
い
う
語
を
使
用
す
る
と
き
、

そ
れ
は
単
な
る
懲
罰
に
比
べ
て
質
的
に
重
い
印
象
を
持
つ
だ
ろ
う
。
駐
車
違
反
に
対
す
る
反
則
金
や
職
場
で
の
解
雇
処
分
に
対
し
て
「
刑

罰
」
の
語
を
使
う
の
は
憚
ら
れ
る
。
そ
の
質
的
差
異
を
不
利
益
の
強
度
で
特
徴
付
け
る
の
は
困
難
だ
と
彼
は
言
う
。
軽
犯
罪
法
違
反
に
よ

る
科
料
と
懲
戒
解
雇
処
分
と
を
比
べ
た
場
合
、
人
生
に
与
え
る
不
利
益
の
強
度
は
明
ら
か
に
後
者
が
大
き
い
。
そ
れ
で
も
我
々
は
前
者
の

み
を
刑
罰
と
呼
ぶ
。
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
の
回
答
は
、
刑
罰
と
さ
れ
る
行
為
に
対
し
て
法
は
特
別
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
出
し
て
い
る
と
い
う
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も
の
で
あ
る
。
刑
罰
法
に
は
、
憤
怒
・
憤
慨
（resentm

ent and indignation

）
や
反
感
・
非
難
（disapproval and reprobation

）
と
い
っ

た
態
度
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
表
示
的
機
能
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、
刑
罰
は
他
の
懲
罰
に
は
な
い
象
徴
的
な
意
味

（sym
bolic significance

）
を
有
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ（
5
）る。

　
そ
の
後
、
法
の
表
示
と
い
う
概
念
は
、
そ
う
し
た
表
現
こ
そ
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
判
例
に
お
い
て
も
部
分

的
に
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
人
種
分
離
別
学
を
違
憲
と
し
た
有
名
なBrow

n

判
決
の
次
の
一
節
は
、
法
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
直
截

に
取
り
上
げ
る
点
で
注
目
に
値
す
る
。

人
種
分
離
政
策
は
普
通
、
黒
人
集
団
の
劣
等
性
を
示
す
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
劣
等
性
の
感
覚
は
子
ど
も
の
学
ぶ
意
欲
に
影
響
を
与
え
る
。
そ
れ

故
、
法
の
強
制
の
あ
る
分
離
は
黒
人
の
子
ど
も
の
教
育
的
・
精
神
的
発
達
を
妨
げ
、
人
種
的
に
統
合
さ
れ
た
学
校
制
度
か
ら
な
ら
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

利
益
の
幾
つ
か
を
彼
ら
か
ら
奪
う
傾
向
を
持（
6
）つ。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
事
例
に
当
て
嵌
め
る
際
に
用
い
ら
れ
た
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
も
、
政
府
行
為
が
有
す

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
出
の
側
面
を
主
題
化
し
て
い
る
。

﹇
国
家
に
よ
る
宗
教
の
﹈
裏
書
き
は
、
非
信
仰
者
に
対
し
て
、
あ
な
た
方
は
部
外
者
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
政
治
共
同
体
の
完
全
な
構
成
員
で
は
な
い
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
送
り

0

0

0

、
ま
た
、
信
仰
者
に
対
し
て
、
あ
な
た
方
は
内
部
者
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
政
治
共
同
体
の
望
ま
れ
た
構
成
員
で
あ
る
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。﹇
宗
教
の
﹈

否
認
は
こ
れ
と
反
対
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
（
7
）

判
例
を
受
け
て
学
説
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
ケ
ネ
ス
・
カ
ー
ス
ト
が
平
等
保
護
条
項
の
法
理
の
一
部
と
し
て
法
の
表
示
に
着
目
し
て
い
た
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こ
と
が
知
ら
れ
て
い（
8
）る。
日
本
に
お
い
て
も
、
そ
の
カ
ー
ス
ト
の
理
論
を
摂
取
し
た
論
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
法
の
表
示
と
呼
ば
れ
る
側

面
に
言
及
す
る
研
究
が
見
ら
れ（
9
）る。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
、
よ
り
抽
象
的
に
法
の
一
般
理
論
と
し
て
法
の
表
示
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
た
。
そ
の
主
要
論
者
の

一
人
は
今
や
ア
メ
リ
カ
憲
法
学
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
論
者
と
な
っ
た
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
で
あ
る
。
彼
は
法
の
表
示
が
社
会

規
範
と
密
接
な
連
関
を
持
つ
こ
と
を
論
じ
、
そ
う
し
た
表
示
を
用
い
た
効
果
的
な
統
治
の
可
能
性
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
人
の
自
由
・
権

利
が
不
当
に
脅
か
さ
れ
る
可
能
性
の
双
方
を
検
討
し
）
10
（
た
。
そ
し
て
別
の
主
要
論
者
こ
そ
本
稿
が
取
り
上
げ
る
ピ
ル
デ
ィ
ス
で
あ
る
。
彼
は

表
示
と
い
う
側
面
が
法
の
一
般
的
性
質
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
憲
法
上
不
当
な
内
容
を
持
ち
う
る
こ
と
を

問
題
視
し
、
そ
れ
に
対
す
る
憲
法
的
統
制
（
違
憲
審
査
）
を
及
ぼ
す
よ
う
な
理
論
構
築
を
企
図
し
た
。
こ
こ
で
は
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
問
題
設

定
を
詳
細
に
見
て
い
く
。

　
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
法
が
持
ち
う
る
憲
法
上
許
容
さ
れ
ざ
る
表
示
内
容
が
齎
す
不
利
益
を
「
表
示
的
害
悪expressive harm

」
と
命
名
し
、

そ
れ
を
憲
法
論
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
る
必
要
性
を
強
調
す
る
。

表
示
的
害
悪
は
、
政
府
行
為
が
齎
す
よ
り
有
形
的
・
物
質
的
帰
結
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
の
行
為
を
通
じ
て
表
さ
れ
た
考
え
や
態
度
か
ら
生
ず
る
結

果
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
お
い
て
は
、
政
府
行
為
の
意
味
は
そ
れ
が
実
際
に
行
な
っ
た
こ
と
と
ま
さ
に
同
じ
く
ら
い
重
要
で
あ
る
。
公

共
政
策
は
、
…
…
そ
れ
が
伝
え
る
ま
さ
に
意
味
が
関
連
す
る
公
共
的
価
値
へ
の
不
適
切
な
顧
慮
を
表
し
て
い
る
が
故
に
、
憲
法
を
侵
害
し
う
る
。
こ
の

憲
法
的
害
悪
と
い
う
独
特
な
構
想
（unusual conception

）
に
お
い
て
は
、
政
府
行
為
が
そ
う
し
た
価
値
へ
の
軽
蔑
を
表
し
た
と
き
、
そ
れ
は
憲
法

を
侵
害
し
う
る
の
で
あ
）
11
（
る
。

こ
う
し
た
表
示
的
害
悪
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
ア
メ
リ
カ
連
邦
下
院
選
挙
の
区
割
り
が
問
題
と
な
っ
たShaw
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判
）
12
（
決
を
取
り
上
げ
る
。

　
事
実
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
連
邦
下
院
議
員
選
挙
に
つ
い
て
、
一
九
九
〇
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ナ
イ
ナ
州
に

は
従
来
か
ら
一
つ
増
え
た
一
二
議
席
が
配
分
さ
れ
、
区
割
り
の
再
画
定
が
実
施
さ
れ
た
。
区
割
り
の
再
画
定
に
際
し
て
は
、
投
票
権
法

（Voting Rights Act

）
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
投
票
権
の
実
質
的
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
州
の
定
め
る
新
た
な
選
挙
区
割
り
を
連
邦
司
法
長

官
の
事
前
審
査
に
服
さ
せ
て
い
た
。
当
州
の
選
挙
区
割
り
は
州
と
司
法
長
官
と
の
協
議
に
よ
り
最
終
的
に
了
承
さ
れ
た
。
そ
の
内
第
一
区

と
第
一
二
区
は
黒
人
の
人
口
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
黒
人
の
実
質
的
な
投
票
権
を
確
保
す
る
た
め
に
黒
人
居
住
者
の
多
い
地
域
を
繫
げ

た
た
め
で
あ
っ
た
。
中
で
も
第
一
二
区
は
黒
人
が
多
く
居
住
し
て
い
る
幹
線
道
路
の
沿
線
地
域
を
一
つ
の
選
挙
区
に
纏
め
上
げ
た
も
の
で
、

南
北
約
二
六
〇
㎞
に
及
ぶ
細
長
く
曲
が
り
く
ね
っ
た
形
を
し
て
い
た
。
複
数
の
選
挙
民
（
全
て
白
人
）
が
第
一
二
区
は
人
種
的
ゲ
リ
マ
ン

ダ
リ
ン
グ
で
あ
る
と
し
て
提
訴
し
た
。

　
連
邦
最
高
裁
は
区
割
り
を
合
憲
と
し
た
原
審
判
決
を
五
対
四
の
評
決
で
破
棄
差
戻
し
と
し
た
。
オ
コ
ナ
ー
判
事
の
筆
に
な
る
法
廷
意
見

は
大
要
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
先
ず
、
本
件
区
割
り
は
人
種
的
少
数
者
で
あ
る
黒
人
の
投
票
権
を
実
質
的
に
確
保
し
よ
う
と
し
た

措
置
で
あ
る
か
ら
、
少
数
者
の
投
票
力
希
釈
の
問
題
で
は
な
い
。
し
か
し
、
区
割
り
が
非
常
に
異
様
（bizarre

）
で
有
権
者
を
人
種
に
基

づ
い
て
分
離
す
る
試
み
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
場
合
、
平
等
保
護
条
項
の
下
で
の
疑
わ
し
き
区
分
の
利
用
と
し
て
厳
格
審
査
が
発
動

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
選
挙
区
が
明
ら
か
に
特
定
の
人
種
グ
ル
ー
プ
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
と
き
、
同
じ
人
種
の
人
々
は
同
一
に

思
考
し
、
同
一
の
政
治
的
利
益
を
持
ち
、
同
一
候
補
に
投
票
す
る
、
と
い
う
人
種
的
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
醸
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

選
出
さ
れ
た
議
員
は
そ
の
人
種
グ
ル
ー
プ
の
代
表
で
あ
る
と
の
考
え
に
陥
り
や
す
く
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
厳
格
審
査
の
下
で
本
件
区
割
り

が
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
を
原
審
に
審
査
さ
せ
る
べ
く
差
し
戻
）
13
（
す
。

　
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
エ
ミ
と
の
共
著
論
文
に
お
い
て
、
本
件
は
表
示
的
害
悪
を
問
題
化
し
た
判
決
だ
と
す
る
。
法
廷
意
見

が
言
う
通
り
、
問
題
な
の
は
少
数
者
と
さ
れ
る
黒
人
の
投
票
権
の
侵
害
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
本
件
区
割
り
は
黒
人
の
代
表
を
実
質
的
に
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保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
廷
意
見
は
選
挙
区
割
り
が
異
様
な
形
を
し
て
い
る
と
い
う
見
た
目
を
問
題
に
し
て
お

り
、
厳
格
審
査
を
発
動
さ
せ
た
別
の
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
提
出
す
る
の
は
「
価
値
還
元
主
義value 

reductionism

」
に
対
す
る
憲
法
の
否
定
的
態
度
で
あ
る
。
価
値
還
元
主
義
と
は
こ
こ
で
は
実
現
さ
れ
る
べ
き
複
数
の
価
値
が
単
一
の
価

値
に
纏
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
本
件
で
は
、
選
挙
区
割
り
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
諸
々
の
価
値
が
「
人
種
に
基
づ

くrace-conscious
」
と
い
う
単
一
の
価
値
に
不
当
に
も
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
価
値
還
元
は
、
或
る
選
挙
区
に
お

け
る
共
同
体
性
や
政
治
的
応
答
性
を
損
な
い
、
全
体
に
お
い
て
も
政
治
的
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
（political integrity

）
や
正
統
性
を
失
わ
せ

る
点
で
問
題
が
あ
る
と
彼
は
言
う
。
そ
し
て
憲
法
上
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、「
人
種
に
基
づ
く
」
と
い
う
価
値
が
唯
一
の
も
の
と
さ
れ
る

誤
っ
た
価
値
還
元
的
態
度
が
、
当
該
選
挙
区
割
り
に
よ
っ
て
人
々
に
表
示
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
示
に
よ
っ
て
、
人
々

は
選
挙
区
割
り
に
お
い
て
大
事
な
の
は
人
種
と
い
う
指
標
だ
け
な
の
だ
と
い
う
誤
っ
た
認
識
に
陥
る
。
こ
う
し
た
認
識
は
憲
法
が
許
容
す

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
認
識
を
招
く
よ
う
な
表
示
を
な
す
本
件
選
挙
区
割
り
は
違
憲
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
）
14
（

る
。

　
こ
の
事
案
で
問
題
だ
っ
た
の
は
、
本
件
区
割
り
に
対
す
る
社
会
の
認
識
（social perception

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
法
に
基
づ

い
て
な
さ
れ
た
選
挙
区
割
り
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
憲
法
上
許
容
さ
れ
ざ
る
内
容
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
法
や
政
府
行
為
が
持
つ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
「
表
示
」
と
し
て
理
論
化
し
、
そ
れ
が
齎
す
害
悪
を
憲
法
論
と
し
て
主
題
化
し

よ
う
と
試
み
る
の
が
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
主
張
す
る
法
の
表
示
理
論
な
の
で
あ
る
。
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三
　
ア
ド
ラ
ー
に
よ
る
表
示
理
論
へ
の
根
源
的
批
判

㈠
　
表
示
理
論
の
定
式
化

　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
法
の
表
示
へ
の
着
目
を
含
む
、
法
の
表
示
理
論
一
般
に
対
す
る
根
源
的
批
判
を
行
な
っ
た
の
が
ア

ド
ラ
ー
で
あ
る
。
彼
は
法
の
表
示
に
注
目
す
る
学
説
群
を
整
理
し
、
そ
の
共
通
要
素
を
括
り
出
し
て
定
式
化
し
た
上
で
、
包
括
的
批
判
を

展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
定
式
を
確
認
し
、
次
に
そ
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
た
表
示
理
論
が
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
け
る
憲
法
実

践
を
説
明
し
え
な
い
と
の
彼
の
主
張
を
見
る
。

　
ア
ド
ラ
ー
は
表
示
理
論
者
が
使
用
す
る
「
表
示
」
と
は
次
の
三
つ
の
内
容
を
持
つ
も
の
だ
と
す
）
15
（
る
。
第
一
に
、
表
示
と
は
「
言
語
的
意

味linguistic m
eaning

」
で
あ
る
。
言
語
的
意
味
と
は
発
話
そ
れ
自
体
が
言
語
的
に
有
す
る
意
味
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
は
な
い

「
非
言
語
的
意
）
16
（
味
」
と
対
比
さ
れ
る
。
発
話
そ
れ
自
体
が
持
つ
意
味
と
は
何
か
が
直
ち
に
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
は
第
二
点
で
述
べ
る
。

こ
こ
で
は
両
者
の
対
比
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
例
え
ば
「
空
が
黒
い
ね
」
と
い
う
発
話
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
発

話
の
言
語
的
意
味
は
そ
の
も
の
ず
ば
り
「
空
が
黒
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
一
方
、
そ
の
非
言
語
的
意
味
は
「
雨
が
降
り
そ
う
だ
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
表
示
理
論
者
が
用
い
る
「
表
示
」
と
は
、「
雨
が
降
り
そ
う
だ
」
の
よ
う
な
言
わ
ば
〝
言
外
の
意
味
〞
で
は
な
く
、「
空

が
黒
い
」
と
い
う
〝
言
葉
の
意
味
〞
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ア
ド
ラ
ー
の
見
立
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
示
理
論
者
は
、
公
共

施
設
に
十
字
架
を
掲
げ
る
行
為
が
「
我
々
の
社
会
は
キ
リ
ス
ト
教
を
是
認
し
て
い
る
」
と
か
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
以
外
は
お
呼
び
で
な
い
」

と
実
際
に
発
話
し
た
の
と
ま
さ
に
同
じ
仕
方
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
掲
出
行
為
も
同
様
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
＝
表
示
を
発
し
て
い
る
と
考
え
る

の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
そ
の
言
語
的
意
味
と
は
「
文
意
味sentence-m

eaning

」
の
こ
と
で
あ
る
。
文
意
味
に
は
様
々
な
理
解
が
あ
る
も
の
の
、
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ア
ド
ラ
ー
が
採
用
す
る
の
は
「
言
語
の
規
約
主
義
的
理
解
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
や
乱
暴
に
言
う
と
発
話
文
が
持
つ
文
法
上
の
意
味
の
こ

と
で
あ
）
17
（

る
。
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
れ
が
、
話
者
が
そ
の
発
話
に
よ
っ
て
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
た
か
と
い
う
意
図
を
表
す
「
話
者

意
味speaker

’s-m
eaning

」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
表
示
と
は
話
者
が
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
独
立
に
当
該
表
示
が
或
る
共
同
体
の
規
約
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
る
意
味
と
い
う
こ
と
に
な
）
18
（
る
。

　
第
三
に
、
表
示
は
「
非
指
令
的
意
味non-prescriptive m

eaning

」
で
あ
る
。
指
令
的
意
味
が
「
法
的
権
利
、
義
務
、
自
由
等
を
創

出
す
る
作
用
に
お
い
て
法
的
発
話
が
持
つ
あ
ら
ゆ
る
文
意
）
19
（
味
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
非
指
令
的
」
と
は
そ
れ
自
体
は
法
的
権

利
・
義
務
等
を
創
出
す
る
よ
う
な
意
味
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
表
示
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
法
効
果
と
呼
ば
れ
る
も

の
を
作
り
出
す
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
し
か
し
そ
れ
と
は
別
の
側
面
に
お
い
て
尚
も
法
的
に
関
連
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
黒

人
は
車
を
所
有
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
法
文
は
黒
人
と
い
う
人
種
に
自
動
車
の
所
有
を
禁
止
す
る
法
効
果
を
生
ず
る
指
令
的
意
味
を

有
す
る
と
同
時
に
、「
黒
人
は
劣
っ
た
存
在
で
あ
る
」
と
い
う
非
指
令
的
意
味
を
も
持
ち
う
る
。
表
示
理
論
が
問
題
と
す
る
の
は
後
者
で

あ
る
。

　
以
上
の
三
要
素
か
ら
成
る
表
示

─
非
指
令
的
な
文
意
味
と
し
て
の
言
語
的
意
味
を
持
つ
も
の

─
が
定
義
さ
れ
る
と
、
次
に
法
の
表

示
「
理
論
」
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
が
述
べ
ら
れ
る
。
ア
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
真
の
（genuine

）
表
示
理
論
」、
即
ち
他
の

道
徳
理
論
と
は
区
別
さ
れ
る
独
自
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
れ
を
「
表
示
的
道
徳
理
論expressive m

oral theory

」
と

呼
び
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
）
20
（

る
。

　
先
ず
、
表
示
的
道
徳
理
論
に
は
そ
れ
を
構
成
す
る
道
徳
的
要
素
の
内
、
少
な
く
と
も
一
つ
に
「
表
示
的
要
素
」
が
含
ま
れ
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
道
徳
的
要
素
と
は
、
或
る
道
徳
理
論
が
行
為
に
与
え
る
道
徳
的
属
性
（
要
求
、
禁
止
、
許
容
等
）
を
定
め
る
も
の
で
、
当
該
道
徳

理
論
を
最
も
上
手
く
説
明
し
、
か
つ
他
の
要
素
に
還
元
で
き
な
い
も
の
を
指
す
。
何
か
し
ら
の
道
徳
理
論
は
「
殺
人
は
禁
止
さ
れ
る
」
と

か
「
人
助
け
は
推
奨
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
各
々
の
行
為
に
道
徳
的
評
価
を
下
す
。
こ
の
と
き
、「
殺
人
は
禁
止
さ
れ
る
」
の
よ
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う
な
要
素
が
そ
の
道
徳
理
論
の
内
容
を
上
手
く
説
明
で
き
て
お
り
、
か
つ
そ
の
他
の
要
素
か
ら
独
立
の
意
義
を
有
し
て
い
る

─
例
え
ば
、

「
人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
」
の
よ
う
な
別
の
よ
り
抽
象
的
な
要
素
に
還
元
さ
れ
な
い

─
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
要
素
は

道
徳
的
要
素
で
あ
る
。
そ
う
し
た
道
徳
的
要
素
（
群
）
の
中
の
最
低
で
も
一
つ
が
表
示
的
要
素
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
た
道
徳
理
論
は
表
示
的
道
徳
理
論
で
あ
る
。

　
次
に
、「
表
示
的
要
素
」
と
は
一
体
何
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
或
る
道
徳
的
要
素
が
表
示
的
だ
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
言
語
的
意
味

を
持
つ
行
為
に
言
及
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
、
言
語
的
意
味
を
持
た
な
い
行
為
が
当
該
要
素
の
観
点
か
ら
言
語
的
意
味
を
持
つ
の
と
同

様
に
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
そ
う
し
た
行
為
に
言
及
し
て
い
る
場
合
で
あ
）
21
（

る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
よ
う
な
「
表
示
」
の
定

義
の
帰
結
で
あ
る
。
即
ち
、
非
指
令
的
な
文
意
味
と
し
て
の
言
語
的
意
味
を
持
つ
行
為
に
対
す
る
道
徳
的
な
評
価
基
準
を
そ
の
要
素
に
含

む
道
徳
理
論
が
、
表
示
理
論
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
表
示
的
道
徳
理
論
は
上
記
の
よ
う
な
道
徳
的
要
素
が
公
務
員
（legal officials

）
の
行
為
の
道
徳
的
性
質
を
決
定
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。
纏
め
る
と
、
ア
ド
ラ
ー
の
考
え
る
法
の
表
示
理
論
と
は
、
公
務
員
の
行
為
を
対
象
に
そ
れ
を
道
徳
的
に
評
価
す
る
理
論

で
あ
っ
て
、
そ
の
評
価
要
素
（
道
徳
的
要
素
）
の
中
に
最
低
で
も
一
つ
は
言
語
的
意
味
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
意
味
に
言
及
し
て
い
る
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
理
論
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ア
ド
ラ
ー
が
上
記
定
式
に
拘
る
の
は
、
表
示
理
論
の
主
張
を
単
な
る
道
徳
的
影
響
力
論
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
全
て
の
道
徳
理
論

は
自
ら
が
望
む
行
為
の
実
現
や
望
ま
な
い
行
為
の
抑
止
の
た
め
に
有
効
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
「
表
示
」
を
用
い
る

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
表
示
的
道
徳
理
論
で
は
な
い

0

0

0

0

或
る
道
徳
理
論
が
「
自
殺
は
悪
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
も
し

「
自
殺
を
す
る
こ
と
は
良
く
な
い
こ
と
で
す
／
や
め
ま
し
ょ
う
」
の
よ
う
な
発
話
を
す
る
こ
と
が
自
殺
者
数
の
減
少
に
有
効
な
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
理
論
は
当
該
発
話
を
許
容
ま
た
は
要
請
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
自
殺
者
の
減
少
は
当
該
発
話
に
よ
る
偶
発
的
な
結
果
に
過

ぎ
な
い
も
の
の
、
発
話
に
は
人
々
に
対
し
て
多
少
な
り
と
も
影
響
を
与
え
る
力
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ア
ド
ラ
ー
は
殆
ど
全
て
の
道
徳
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理
論
は
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
影
響
力
（m

oral im
pact

）
を
持
つ
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
道
徳
的
影
響
力
の
行
使
が
表
示
理
論
の

主
張
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
理
論
は
表
示
理
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
独
自
性
は
失
わ
れ
瑣
末
な
も
の
に
な
っ
て
し

ま
う
。
こ
れ
を
避
け
る
に
は
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
影
響
力
が
現
実
に
与
え
た
効
果
と
は
無
関
係
に
、
表
示
が
な
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体

を
道
徳
的
な
評
価
対
象
と
す
る
も
の
と
し
て
表
示
理
論
を
定
式
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
示
理
論
は
単
な
る
道
徳
的
影
響
力
論
を
超

え
た
理
論
な
の
で
あ
）
22
（

る
。

㈡
　
米
国
憲
法
実
践
の
説
明
の
失
敗

　
以
上
の
よ
う
な
定
式
の
下
、
ア
ド
ラ
ー
は
様
々
な
表
示
理
論
を
批
判
す
る
。
本
稿
で
は
Ａ
＆
Ｐ
と
の
応
酬
を
確
認
す
る
た
め
、
憲
法
学

に
対
す
る
批
判
を
取
り
上
げ
る
。
道
徳
的
表
示
理
論
は
憲
法
学
の
文
脈
に
置
か
れ
た
と
き
、
憲
法
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
価
値
を
一
種
の

道
徳
と
見
て
、
そ
の
価
値
に
基
づ
い
て
表
示
の
憲
法
適
合
性
を
吟
味
す
る
。
彼
は
、
憲
法
学
で
表
示
理
論
者
が
し
ば
し
ば
実
例
と
し
て
持

ち
出
す
ア
メ
リ
カ
の
平
等
と
政
教
分
離
の
両
領
域
に
お
い
て
、
表
示
理
論
は
広
汎
に
受
容
さ
れ
た
実
践
の
説
明
に
失
敗
し
て
い
る
と
指
摘

し
、
そ
れ
故
に
こ
の
理
論
を
批
判
す
る
と
い
う
論
法
を
採
る
。

1　

平
等

─
ス
テ
ィ
グ
マ
論

　
表
示
理
論
は
平
等
論
の
文
脈
で
は
人
種
差
別
立
法
に
お
け
る
所
謂
ス
テ
ィ
グ
マ
論
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
て
の
立
法
の
憲

法
適
合
性
が
ス
テ
ィ
グ
マ
論
の
み
で
決
せ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
平
等
保
護
条
項
違
反
と
さ
れ
る
の
は
、

特
定
の
人
種
に
対
し
て
ス
テ
ィ
グ
マ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
か
、
ま
た
は

0

0

0

、
人
種
と
い
う
指
標
を
道
徳
的
に
無
関
連
な
形
で
用
い

て
い
る
か
、
の
い
ず
れ
か
の
場
合
で
あ
る
。
表
示
理
論
は
前
者
の
み
に
関
係
す
る
。
こ
の
た
め
、
表
示
理
論
は
平
等
保
護
条
項
に
関
す
る

部
分
的
な
説
明
し
か
提
供
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
ス
テ
ィ
グ
マ
論
は
平
等
保
護
に
関
す
る
独
立
し
た
説
明
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
全
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体
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
ス
テ
ィ
グ
マ
に
関
す
る
問
題
と
し
て
の
平
等
保
護
条
項
の
実
践
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
表
示
理
論
は
そ
れ
に
成
功
し
て

い
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
。
ス
テ
ィ
グ
マ
論
の
標
準
的
な
説
明
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
ス
テ
ィ
グ
マ
は
個
人
の
地
位
に
結
び
つ
い
て
お
り
、

ス
テ
ィ
グ
マ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
発
せ
ら
れ
る
と
そ
う
し
た
地
位
の
低
下
を
招
く
（
二
級
市
民
性
）。
地
位
と
自
尊
は
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、

社
会
で
低
い
地
位
に
あ
る
と
見
做
さ
れ
た
も
の
は
十
分
な
自
尊
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
因
っ
て
、
平
等
保
護
条
項
は
各
人
が
十
分
な

自
尊
を
持
つ
条
件
と
し
て
、
ス
テ
ィ
グ
マ
を
表
示
し
地
位
低
下
を
招
く
よ
う
な
法
を
禁
止
す
る
。

　
だ
が
、
ア
ド
ラ
ー
は
こ
う
し
た
構
成
は
表
示
理
論
と
は
異
な
っ
た
も
の
だ
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
上
記
説
明
は
ス
テ
ィ
グ
マ
の
表
示
が

あ
っ
た
こ
と
と
、
地
位
の
低
下
と
い
う
害
悪
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
と
を
同
一
視
し
て
い
る
が
、
両
者
の
間
に
は
偶
発
的
な
関
係
し
か
な
い

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ス
テ
ィ
グ
マ
の
表
示
は
地
位
へ
の
害
悪
に
と
っ
て
必
要
条
件
で
も
十
分
条
件
で
も
な
い
。
必
要
条
件
、
即
ち
ス

テ
ィ
グ
マ
の
表
示
が
な
い
と
地
位
へ
の
害
悪
は
発
生
し
な
い
、
と
い
う
条
件
で
あ
る
が
、
ア
ド
ラ
ー
は
私
的
差
別
禁
止
立
法
の
制
定
・
廃

止
を
例
に
出
し
て
こ
れ
が
成
立
し
な
い
と
論
ず
る
。
こ
う
し
た
立
法
の
制
定
は
特
定
の
人
種
の
地
位
向
上
に
結
び
つ
く
が
言
語
的
意
味
と

し
て
の
表
示
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
方
、
立
法
の
廃
止
は
地
位
へ
の
害
悪
を
招
き
う
る
も
の
の
、
廃
止
行
為
自
体
が
特
定
の
人
種
に

ス
テ
ィ
グ
マ
の
表
示
を
発
出
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
十
分
条
件
、
即
ち
ス
テ
ィ
グ
マ
の
表
示
が
あ
れ
ば
必
ず
地
位
へ
の
害
悪

が
起
こ
る
、
と
い
う
条
件
で
あ
る
が
、
弱
体
化
し
た
政
府
を
例
に
と
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
成
立
し
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
弱
体
化
し
た

政
府
に
よ
る
ス
テ
ィ
グ
マ
の
表
示
は
、
誰
も
そ
の
表
示
を
真
面
に
受
け
止
め
な
い
た
め
に
特
定
人
種
の
地
位
の
低
下
を
招
か
な
い
場
合
が

あ
る
。
こ
の
と
き
、
地
位
へ
の
害
悪
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
表
示
が
な
さ
れ
た
こ
と
と
は
別
の
要
因
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
か
ら
考
え
れ
ば
、
ス
テ
ィ
グ
マ
論
が
述
べ
て
い
る
の
は
結
局
、
政
府
の
表
示
は
特
定
人
種
の
地
位
に
道
徳
的
影
響
を
与
え
る
可
能

0

0

性
が
あ
る

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
節
で
真
の
表
示
理
論
は
道
徳
的
影
響
力
論
を
超
え
た
も
の
だ
と
し
た
定
式
に
適
合
し

な
い
。
従
っ
て
、
表
示
理
論
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ス
テ
ィ
グ
マ
論
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
）
23
（
い
。
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2　

政
教
分
離

─
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト

　
表
示
理
論
者
は
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
を
政
教
分
離
領
域
に
お
け
る
表
示
理
論
の
典
型
的
発
現
だ
と
す
る
が
、
こ
の
説
明
も
成
功

し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
ア
ド
ラ
ー
の
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ア
ド
ラ
ー
の
批
判
の
理
路
は
前
項
の
ス
テ
ィ
グ
マ
論
に
対
す
る
そ
れ
と

同
様
で
あ
る
。
先
ず
、
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
政
教
分
離
（
国
教
樹
立
禁
止
条
項
）
の
説
明
と
し
て
独
立
し

て
は
い
る
も
の
の
部
分
的
な
説
明
し
か
与
え
な
い
。
即
ち
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
政
教
分
離
違
反
と
さ
れ
る
の
は
、
国
家
行
為
が
中
立

性
・
強
制
と
い
っ
た
要
素
に
お
い
て
違
反
し
て
い
る
か
、
ま
た
は

0

0

0

、
特
定
宗
教
あ
る
い
は
宗
教
一
般
を
是
認
・
否
認
す
る
よ
う
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
発
し
て
い
る
場
合
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
＝
表
示
理
論
が
関
わ
る
の
は
後
者
の
み
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
政
教
分
離
論
全
体
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
次
に
、
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
が
関
わ
る
部
分
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
政
教
分
離
の
実
践
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
表
示

理
論
が
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
。
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
特
定
宗
教
ま
た
は
宗
教
一
般
に
対
す

る
是
認
・
否
認
は
信
仰
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
間
に
政
治
共
同
体
で
の
部
外
者
／
内
部
者
と
い
う
区
別
を
設
け
る
。
こ
う
し
た
区
別
に

よ
り
部
外
者
と
さ
れ
た
者
の
地
位
と
自
尊
が
脅
か
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
テ
ス
ト
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
ス
テ
ィ
グ
マ
論
で
展
開
さ
れ
た
構
造
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
同
様
の
批
判
に
晒
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
に
対
す
る
是

認
・
否
認
と
い
う
表
示
と
そ
れ
を
受
け
た
特
定
人
の
地
位
や
自
尊
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
の
間
に
は
偶
発
的
な
関
係
し
か
な
い
。
エ
ン

ド
ー
ス
メ
ン
ト
の
表
示
は
地
位
へ
の
害
悪
に
と
っ
て
必
要
条
件
で
も
十
分
条
件
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
必
要
条
件
、
即
ち
エ
ン
ド
ー
ス
メ

ン
ト
が
な
け
れ
ば
地
位
へ
の
害
悪
は
生
じ
な
い
、
と
い
う
条
件
で
あ
る
が
、
ア
ド
ラ
ー
は
聖
職
者
が
議
員
に
な
る
こ
と
を
禁
ず
る
州
法
を

例
に
出
す
。
こ
う
し
た
法
は
宗
教
を
理
由
に
特
定
人
の
政
治
的
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
特
定
宗
教
へ
の
是

認
・
否
認
の
表
示
＝
言
語
的
意
味
を
有
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
場
合
が
あ
ろ
う
。
法
の
表
示
と
言
え
る
も
の
が
な
く
て
も
特
定
人
の
地

位
を
変
動
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
十
分
条
件
、
即
ち
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
が
あ
れ
ば
必
ず
地
位
へ
の
害
悪
を
招
く
、
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と
い
う
条
件
も
成
立
し
な
い
。
彼
は
議
会
の
開
会
式
で
祈
る
と
い
う
行
為
を
例
と
す
る
。
そ
う
し
た
行
為
は
確
か
に
特
定
宗
教
を
是
認
す

る
と
い
う
表
示
を
発
出
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
実
際
に
特
定
人
の
地
位
に
影
響
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
開
会
式
で
の

祈
る
行
為
が
特
定
人
の
地
位
や
自
尊
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
言
う
た
め
に
は
、
表
示
以
外
の
更
な
る
要
因
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
か
ら
考
え
れ
ば
、
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
が
述
べ
て
い
る
の
は
結
局
、
政
府
に
よ
る
特
定
宗
教
の
是
認
・
否
認
の
表
示
は
或

る
者
の
地
位
に
道
徳
的
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
結
論
は
前
項
の
ス
テ
ィ
グ
マ
論
で
見
た

の
と
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
、
真
の
表
示
理
論
は
道
徳
的
影
響
力
論
を
超
え
た
も
の
だ
と
し
た
定
式
に
適
合
し
な
い
。
従
っ
て
、
表
示
理
論

は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
）
24
（

い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
平
等
と
政
教
分
離
と
い
う
二
領
域
で
の
ア
メ
リ
カ
の
実
践
は
法
や
政
府
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
特
定
人
の
地
位
や
自

尊
に
影
響
を
与
え
う
る

0

0

0

0

と
の
理
解
の
下
で
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
節
の
定
式
に
従
え
ば
、
表
示
理
論
が
目
指
す
の
は

表
示
が
持
つ
こ
う
し
た
道
徳
的
影
響
力
を
可
視
化
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
的
に
不
当
な
表
示
が
な
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
を

─

そ
の
影
響
力
の
有
無
や
程
度
と
は
独
立
に

─
問
題
と
し
、
憲
法
論
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
不
当
な
表
示
を
違
憲
と
判
断
す
る
理
路
を
構

築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
表
示
理
論
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
憲
法
実
践
の
中
に
は
存
在
し
な
い
。

四
　
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
よ
る
再
説
と
反
論

㈠
　
態
度
の
表
明
と
し
て
の
表
示
と
そ
の
憲
法
的
害
悪

　
前
章
で
見
た
よ
う
な
ア
ド
ラ
ー
の
根
源
的
批
判
に
対
し
て
、
憲
法
論
の
立
場
か
ら
表
示
理
論
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
Ａ
＆
Ｐ
に

よ
る
共
著
論
文
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
る
再
説
（restatem

ent

）
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
表
示
理
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
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て
い
る
の
か
を
先
ず
確
認
し
た
い
。

1　
「
表
示
」
の
定
義
と
性
質

　
Ａ
＆
Ｐ
は
表
示
理
論
を
個
人
単
位
の
道
徳
理
論
と
し
て
形
成
し
、
そ
れ
が
国
家
を
含
め
た
団
体
に
拡
張
さ
れ
る
と
い
う
論
法
を
採
る
。

　
始
め
に
、「
表
示
」
の
定
義
を
確
認
し
よ
う
。
表
示
と
は
「
行
為
や
言
明
（
ま
た
は
そ
の
他
の
表
現
手
段
）
が
或
る
精
神
状
態
を
表
明
す

る
仕
）
25
（
方
」
と
さ
れ
る
。
人
の
内
部
の
精
神
状
態
が
外
部
に
向
け
て
発
出
さ
れ
た
も
の
が
表
示
な
の
で
あ
る
。
こ
の
精
神
状
態
と
表
示
と
の

関
係
に
は
三
つ
の
次
元
が
あ
る
。
即
ち
、
①
個
人
内
部
の
精
神
状
態
が
外
部
に
向
け
て
発
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
状
態
が
具
体

化
・
現
実
化
す
る
と
い
う
存
在
論
的
次
元
、
②
表
示
に
よ
り
自
己
及
び
外
部
の
他
者
が
精
神
状
態
を
覚
知
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い

う
認
識
的
次
元
、
③
あ
る
表
示
が
ど
れ
だ
け
上
手
く
精
神
状
態
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
を
評
価
す
る
規
範
的
次
元
で
あ
）
26
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
表
示
は
二
つ
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
表
示
は
因
果
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
或

る
精
神
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
必
ず
特
定
の
表
示
が
な
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
或
る
精
神
状
態
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も

の
全
て
が
当
該
精
神
状
態
の
表
示
と
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
悲
し
い
歌
を
唄
う
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
は
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
悲
し
み
を
表
示

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
そ
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
精
神
状
態
が
悲
し
み
に
苛
ま
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま

た
、
興
奮
は
眠
気
を
誘
う
こ
と
が
科
学
的
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
と
は
言
え
眠
い
と
い
う
表
示
が
必
ず
興
奮
状
態
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
か
ろ
う
。
第
二
に
、
表
示
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
「
本
人
の
精
神

状
態
を
、
他
者
が
ま
さ
に
伝
達
意
思
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
覚
知
で
き
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
意
思
を
持
っ
て
そ
れ
を
表
す
こ
と）
27
（

」

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
或
る
者
Ｘ
が
他
者
Ｙ
に
対
し
て
、
自
ら
の
精
神
状
態
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
伝
え
よ
う
と
意
図
し
、
受
け
手
の

Ｙ
も
そ
の
よ
う
な
意
図
を
認
識
し
た
上
で
Ｘ
の
精
神
状
態
を
理
解
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
情
報
伝
達
の
態
様
を
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
行
為
は
行
為
者
が
自
ら
の
精
神
状
態
を
相
手
に
伝
達
す
る
意
図
が
な
い
場
合
で
も
相
手
に
対
し
て
そ
れ
を
表
し
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て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
表
示
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
）
28
（
る
。

2　

行
為
理
由
と
し
て
の
「
表
示
」

　
さ
て
、
表
示
の
定
義
と
性
質
が
判
明
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
な
ぜ
問
題
と
な
る
の
か
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
先
ず
Ａ
＆
Ｐ
は
、

人
間
は
本
質
的
に
価
値
あ
る
（valuable

）
存
在
で
あ
り
、
我
々
は
他
者
に
対
し
て
適
切
な
態
度
を
表
明
す
る
こ
と
を
道
徳
的
に
要
請
さ

れ
る
、
と
い
う
主
張
か
ら
出
発
す
る
。
な
ぜ
「
適
切
な
態
度
」
の
「
表
明
」
が
問
題
に
な
る
か
と
言
え
ば
、
態
度
は
行
為
理
由
（reason 

for action

）
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
が
他
者
に
対
し
て
示
す
態
度
は
、
特
定
の
行
為
を
特
定
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に

行
な
う
理
由
に
な
る
。
表
明
さ
れ
た
態
度
は
人
々
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
他
者
に
対
す
る
適
切
な
態
度
が
齎
す

理
由
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
と
き
、
我
々
は
他
者
に
対
し
て
適
切
な
態
度
を
表
す
る
よ
う
な
仕
方
で
行
為
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
行
為
を
通
じ
て
表
さ
れ
る
行
為
者
の
態
度
を
規
範
的
に
評
価
す
る
理
論
こ
そ
、
Ａ
＆
Ｐ
が
主
張
す
る
「
行
為
の
表
示
理
論
」
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
或
る
目
標
Ｇ
の
た
め
に
行
為
Ａ
を
な
す
こ
と
が
人
々
に
対
し
て
正
し
い
態
度
を
表
明
し
て
い
る
か
を
評
価
す
る
。
命
法
の

形
式
で
換
言
す
れ
ば
、
行
為
の
表
示
理
論
は
行
為
Ａ
を
な
す
理
由
と
し
て
正
当
な
目
標
Ｇ
を
設
定
せ
よ
と
個
人
に
命
ず
る
理
論
で
あ
）
29
（
る
。

　
彼
ら
は
個
人
単
位
の
道
徳
理
論
か
ら
出
発
し
た
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
言
う
「
行
為
者
」
に
は
団
体
も
含
ま
れ
）
30
（
る
。
そ
し
て
団
体
の
一

つ
で
あ
る
国
家
に
行
為
の
道
徳
理
論
を
当
て
嵌
め
た
の
が
「
法
の
表
示
理
論
」
で
あ
る
。
国
家
も
ま
た
人
々
に
対
し
て
適
切
な
態
度
を
表

す
る
よ
う
な
仕
方
で
行
為
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
反
対
に
言
え
ば
、
国
家
は
人
々
に
対
し
て
不
適
切
な
態
度
を
表
す
る
よ
う
な

仕
方
で
行
為
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
不
適
切
な
態
度
を
表
す
こ
と
は
人
々
の
悪
し
き
行
為
の
理
由
と
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
主
張
を
筆
者
な
り
に
理
解
し
た
上
で
具
体
例
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
国
家
が
一
般
に
適
用
さ
れ
る
交
通
違
反
の
取
り
締

ま
り
に
お
い
て
、
或
る
人
種
Ｒ
に
よ
る
違
反
の
み
を
検
挙
し
て
い
る
と
い
う
事
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
う
し
た
国
家
の
行
為
は
、
Ｒ
の



「法の表示理論」の憲法論的意義と論点

119

人
々
を
軽
蔑
し
、
あ
る
い
は
Ｒ
以
外
の
人
々
を
優
遇
す
る
と
い
う
態
度
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
国

家
の
態
度
表
明
は
人
々
に
と
っ
て
も
同
様
の
態
度
に
基
づ
く
行
為
を
な
す
理
由
に
な
り
う
る
。
即
ち
、
Ｒ
の
人
々
を
真
面
に
取
り
扱
わ
な

く
て
も
良
い
と
い
う
よ
う
な
風
潮
が
醸
成
さ
れ
、
当
該
社
会
に
お
い
て
人
々
が
Ｒ
の
人
々
を
対
等
な
相
手
と
し
て
見
做
さ
な
い
よ
う
に
な

り
、
結
果
と
し
て
Ｒ
の
人
々
は
日
常
生
活
レ
ベ
ル
で
差
別
に
苦
し
む
、
と
い
っ
た
状
況
を
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
人
間
は
誰
し
も
本

質
的
に
価
値
が
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
事
態
は
許
容
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
国
家
に
よ
る
Ｒ
の
軽
蔑
と
い

う
不
適
切
な
表
示
が
こ
こ
で
の
問
題
の
原
因
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
を
表
す
る
よ
う
な
偏
頗
的
な
交
通
違
反
の
取
り
締
ま
り
は
、
法

の
表
示
理
論
か
ら
見
る
と
正
当
な
目
標
の
な
い
行
為
を
な
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
否
定
的
評
価
が
下
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
不
適
切
な
表
示
は
「
表
示
的
害
悪expressive harm

」
を
齎
す
。
表
示
的
害
悪
は
Ａ
＆
Ｐ
の
共
著
論
文

で
は
「
人
が
、
そ
の
者
に
対
す
る
消
極
的
態
度
や
不
適
切
な
態
度
を
表
す
原
理
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
）
31
（

合
」
に
被
る
害
悪
と
さ
れ
る
。

社
会
に
お
い
て
、
表
さ
れ
た
不
適
切
な
態
度
が
齎
す
行
為
理
由
に
よ
り
、
悪
し
き
行
為
が
蔓
延
す
る
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
こ
こ

で
は
害
悪
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
表
示
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
を
区
別
し
て
い
る
か
ら
、
表
示
的
害
悪
は
た
と
え
行
為

者
が
そ
の
よ
う
な
不
適
切
な
態
度
を
他
者
に
伝
達
す
る
意
図
が
な
か
っ
た
場
合
に
も
成
立
す
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
憲
法
論
に
接
続
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
行
為
の
理
由
と
し
て
の
正
し
い
目
標
の
中
に
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
た
諸
価
値
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
憲
法
論
と
し
て
の
法
の
表
示
理
論
の
主
張
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
家
が
憲
法
上
許

容
さ
れ
ざ
る
目
標
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
は
、
人
々
に
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
、
即
ち
違
憲
な
態
度
を
表
す
仕
方
で
行
為
す
る
こ
と
に

等
し
く
、
憲
法
上
の
表
示
的
害
悪
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
法
の
表
示
理
論
は
こ
の
よ
う
な
表
示
的
害
悪
を
齎
す
国
家
行
為
を

違
憲
と
す
る
た
め
の
理
論
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
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3　
「
表
示
」
の
認
識

　
国
家
行
為
の
表
示
を
問
題
化
す
る
法
の
表
示
理
論
の
道
徳
論
的
・
憲
法
論
的
な
主
張
を
見
て
き
た
。
し
か
し
、
肝
心
な
点
が
不
明
瞭
な

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
態
度
の
表
明
と
し
て
の
「
表
示
」
を
一
体
ど
う
や
っ
て
把
握
す
れ
ば
良
い
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
Ａ
＆
Ｐ
の
主

張
を
見
よ
う
。

　
Ａ
＆
Ｐ
は
「
表
示
」
の
正
体
を
「
行
為
の
公
的
意
味the public m
eaning of action

」
だ
と
位
置
付
け
る
。
こ
れ
は

─
「
表
示
」

の
定
義
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が

─
行
為
者
の
意
図
と
は
異
な
る
。
行
為
者
の
意
図
は
行
為
自
体
の
公
的
意
味
と
ズ
レ
が
生

ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
行
為
者
は
自
ら
の
行
為
の
意
味
に
つ
き
考
え
る
こ
と
を
怠
っ
た
り
、
無
思
慮
に
行
動
し
た

り
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
第
二
に
、
当
該
社
会
の
慣
習
や
規
範
を
知
ら
な
い
ま
ま
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
第
三
に
、
自
ら
が
自

覚
し
て
い
な
い
態
度
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
）
32
（

る
。

　
表
示
は
行
為
の
受
け
手
の
理
解
や
、
行
為
の
意
味
の
共
有
理
解
、
即
ち
一
般
公
衆
（the general public

）
の
理
解
と
も
異
な
る
と
さ
れ

る
。
こ
こ
で
の
Ａ
＆
Ｐ
の
主
張
は
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
る
か
ら
注
意
を
要
す
る
。
彼
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
嘗
て
存
在
し
た
と
い

う
、
職
場
で
男
性
が
女
性
の
容
姿
を
褒
め
る
と
い
う
慣
行
を
例
に
出
す
。
そ
う
し
た
行
為
は
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
は
女
性
を
含
め
て
問

題
視
す
る
向
き
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
行
為
は
当
時
に
お
い
て
も
女
性
に
対
す
る
侮

蔑
の
表
示
を
し
て
い
た
の
だ
、
と
彼
ら
は
主
張
す
）
33
（
る
。

　
で
は
、
表
示
＝
行
為
の
公
的
意
味
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
Ａ
＆
Ｐ
は
、
そ
れ
は
「
社
会
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
行

為
が
共
同
体
の
他
の
有
意
味
な
規
範
や
実
践
に
適
合
す
る
（
ま
た
は
し
な
い
）
仕
方
の
結
）
34
（

果
」
で
あ
る
と
す
る
。
行
為
の
公
的
意
味
は
共

同
体
の
構
成
員
に
よ
っ
て
現
に
認
識
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
が
十
分
な
解
釈
的
自
己
精
査
を
す
る
な
ら
ば
認
識
可
能
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
の
職
場
に
お
け
る
女
性
の
容
姿
を
褒
め
る
行
為
も
、
当
時
の
共
同
体
の
構
成
員
に
よ
っ
て
は
不
適
切
な

態
度
を
表
す
行
為
と
は
認
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
彼
ら
が
当
時
に
お
い
て
十
分
に
自
己
精
査
を
し
て
当
該
行
為
を
解
釈
し
た
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場
合
に
は
、
そ
れ
が
不
適
切
な
行
為
で
あ
っ
た
と
認
識
で
き
た
は
ず

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
、
と
Ａ
＆
Ｐ
は
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

主
張
か
ら
、
彼
ら
が
行
為
の
公
的
意
味
に
つ
い
て
厳
格
な
客
観
性
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
あ
る
行
為
が
齎
す
表
示
＝
公
的
意
味

は
誰
に
も
知
ら
れ
ず
し
て
、
し
か
し
現
に
共
同
体
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
余
り
に
も
強
い
主
張
を
前
提
に
す
る
と
、
行
為
の
公
的
意
味
に
実
際
に
辿
り
着
く
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
。
或
る
行

為
が
不
適
切
な
態
度
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
公
的
意
味
を
持
つ
こ
と
を
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
知
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
困

難
さ
を
Ａ
＆
Ｐ
は
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
厳
に
客
観
的
な
存
在
と
し
て
の
行
為
の
公
的
意
味
を
認
識
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、

行
為
の
表
示
の
「
解
釈
」
で
あ
る
。
Ａ
＆
Ｐ
に
よ
れ
ば
、
行
為
の
公
的
意
味
は
「
共
同
体
の
他
の
実
践
や
そ
の
歴
史
、
共
有
さ
れ
た
意
味

の
観
点
か
ら
、
提
示
さ
れ
た
解
釈
が
有
意
義
（m
ake sense

）
な
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
35
（
い
」
と
さ
れ
る
。
公
的
意
味
を
実
際
に

探
求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
該
共
同
体
の
実
践
・
歴
史
、
あ
る
い
は
行
為
の
公
的
意
味
そ
の
も
の
と
し
て
は
否
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
の

「
共
有
さ
れ
た
意
味
」
を
も
考
慮
に
入
れ
た
解
釈
作
業
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
法
」
の
表
示
を
探
る
場
合
に
も
変
わ

ら
な
い
。「
規
範
の
表
示
的
意
味
は
…
…
そ
れ
が
適
用
さ
れ
実
施
さ
れ
る
全
文
脈
に
お
け
る
当
該
規
範
の
解
釈
の
産
物
で
あ
）
36
（

る
」。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
裁
判
所
が
こ
う
し
た
法
の
表
示
の
探
求
の
た
め
の
解
釈
作
業
を
な
す
の
に
適
し
た
機
関
で
あ
る
と
Ａ
＆
Ｐ
が

考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
る
と
、
裁
判
所
は
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
表
示
の
解
釈
を
す
る
の
に
適
任
で
あ
る
。
第
一
に
、
裁

判
所
は
表
向
き
の
立
法
目
的
が
憲
法
違
反
の
許
容
さ
れ
ざ
る
目
的
の
口
実
で
は
な
い
か
を
常
に
審
査
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
所
は

違
憲
審
査
を
す
る
に
際
し
、
立
法
が
表
立
っ
て
掲
げ
た
目
的
が
虚
偽
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
真
の
隠
れ
た
（
違
憲
の
）
目
的
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
を
疑
っ
て
き
た
。
そ
う
し
た
機
関
に
あ
っ
て
は
、
法
や
政
府
行
為
の
公
的
意
味
を
探
求
す
る
際
に
も
、
立
法
府
や
政
府
の
意
図

と
は
独
立
し
、
ま
た
共
同
体
構
成
員
の
受
け
取
り
方
と
も
距
離
を
と
っ
た
、
真
の
表
示
の
意
味
を
探
求
で
き
る
、
と
彼
ら
は
考
え
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
第
二
に
、
抑
も
法
解
釈
と
は
意
味
の
外
的
帰
属
で
あ
り
、
裁
判
所
は
立
法
者
の
意
図
に
反
し
て
で
も
体
系
的
理
解
が
可
能

に
な
る
よ
う
な
目
的
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
真
の
目
的
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
体
系
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的
・
総
合
的
な
法
の
目
的
の
認
定
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
先
に
述
べ
た
よ
う
な
行
為
の
公
的
意
味
の
解
釈
作
業
に
お
け
る
幾
つ

か
の
考
慮
要
素
の
総
合
的
把
握
も
裁
判
所
が
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
、
と
い
う
想
定
が
彼
ら
に
は
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
し
て
、

裁
判
所
は
表
示
を
探
求
す
る
た
め
の
道
具
の
使
用
を
許
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
37
（
る
。

4　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
害
悪
の
特
殊
性

　
以
上
が
Ａ
＆
Ｐ
が
考
え
る
法
の
表
示
理
論
の
基
本
主
張
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
う
し
た
理
解
を
基
に
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
実
践
を
再
度
検

討
し
、
ア
ド
ラ
ー
と
は
異
な
っ
て
、
判
例
を
中
心
と
す
る
実
務
に
表
示
理
論
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
）
38
（

る
。

　
最
後
に
、
彼
ら
が
表
示
的
害
悪
の
中
で
も
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
害
悪com

m
unicative harm

」
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
点
に

触
れ
て
お
き
た
い
。
先
に
定
義
し
た
よ
う
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
話
者
の
伝
達
意
図
を
受
話
者
が
理
解
し
た
上
で
そ
の
態
度
が

伝
達
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
表
示
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
態
度
が
行
為
理
由
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
る
そ
れ
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
話
者
と
受
話
者
双
方
に
伝
達
意
図
が
知
ら
れ
て
い
る
た

め
、
両
者
の
相
互
関
係
を
支
配
す
る
態
度
の
共
有
理
解
な
い
し
相
互
承
認
が
確
立
し
、
以
て
両
者
の
間
の
社
会
関
係
が
構
成
さ
れ
る
。
社

会
関
係
が
こ
の
よ
う
な
相
互
の
共
有
理
解
・
相
互
承
認
に
よ
っ
て
部
分
的
に
構
成
さ
れ
る
以
上
、
そ
う
し
た
理
解
・
承
認
の
変
化
は
社
会

関
係
そ
の
も
の
の
変
容
を
招
き
う
る
。
こ
こ
で
、
話
者
が
受
話
者
に
対
し
て
不
適
切
な
態
度
を
そ
う
す
る
意
図
を
持
っ
て
伝
達
し
、
受
話

者
が
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
場
合
に
生
ず
る
の
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
害
悪
で
あ
）
39
（

る
。
表
示
的
害
悪
の
中
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
的
害
悪
は
相
互
に
そ
れ
が
知
ら
れ
て
い
る
分
、
よ
り
深
刻
な
害
悪
に
な
る
、
と
い
う
の
が
Ａ
＆
Ｐ
の
主
張
で
あ
る
。

㈡
　
ア
ド
ラ
ー
へ
の
反
論

　
以
上
の
よ
う
な
表
示
理
論
の
再
説
の
後
、
Ａ
＆
Ｐ
は
ア
ド
ラ
ー
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
反
論
を
展
開
す
る
。
反
論
の
要
点
は
二
つ
で
あ
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る
。
一
つ
は
、
ア
ド
ラ
ー
の
表
示
理
論
の
定
式
化
自
体
が
誤
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
批
判
は
一
種
の
藁
人
形
論
法
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
表
示
理
論
の
中
で
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
害
悪
の
特
殊
性
を
ア
ド
ラ
ー
は
軽
視
し

て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
先
ず
、
ア
ド
ラ
ー
は
表
示
理
論
者
が
言
う
「
表
示
」
を
言
語
的
意
味
で
あ
る
と
定
式
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
誤
っ
て
い
る
。
言
語
的

意
味
と
は
Ａ
＆
Ｐ
の
用
語
法
に
従
え
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
今
見
て
き
た
よ
う
に
彼
ら
の
表
示
理
論
は
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
表
示
理
論
は
本
来
何
ら
か
の
価
値
判
断
を
伴
う
「
態
度
」
の
表
明
に
着
目
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
に
際
し
て
言
語
的
意
味
の
有
無
を
問
う
こ
と
は
な
い
。
ア
ド
ラ
ー
の
図
式
に
敢
え
て
乗
る
な
ら
ば
、
Ａ
＆
Ｐ
の
表
示
理

論
は
「
非
言
語
的
意
味
」
に
（
も
）
着
目
す
る
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
国
家
行
為
の
憲
法
的
統
制
の
文
脈
に
置
い
た
場
合
、
い

か
な
る
表
示
を
し
て
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
表
示
上
の
法
的
制
約
は
、
憲
法
秩
序
に
吹
き
込
ま
れ
た
価
値
か
ら
導
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
）
40
（
い
。

　
次
に
、
ア
ド
ラ
ー
は
自
ら
が
定
式
化
し
た
表
示
＝
言
語
的
意
味
の
理
論
を
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
実
践
に
当
て
嵌
め
る
部
分
に
お
い
て
、
表

示
と
さ
れ
て
き
た
も
の
が
実
は
偶
発
的
な
道
徳
的
影
響
力
を
持
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
地
位
や
自
尊
へ
の
害
悪
が
発
生
し
て
い
る
か
否
か

の
判
断
に
際
し
て
の
考
慮
要
素
の
一
つ
に
留
ま
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
主
張
は
表
示
理
論
と
判
例
の
実
践
を
誤
解
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。
ア
ド
ラ
ー
の
こ
こ
で
の
批
判
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
は
害
悪
は
発
生
し
な
い
と
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、

ま
さ
に
そ
の
点
を
否
定
す
る
の
が
表
示
理
論
で
、
か
つ
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
の
実
践
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
先
程
述
べ
た
よ
う
に
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
表
示
の
中
で
も
特
殊
な
性
質
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
不
適
切
な
態
度
の
表
明
は
話
者
と
受
話
者
と

の
社
会
関
係
を
不
当
な
も
の
へ
と
大
き
く
変
容
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
な
ら
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な
さ
れ
た
時
点
で

（
憲
法
上
の
）
害
悪
は
既
に
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
の
害
悪
性
を
認
め
な
い
ア
ド
ラ
ー
の
見
解
は
不
当
で
あ
る
と
批
判

さ
れ
）
41
（
る
。
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五
　
憲
法
論
か
ら
の
検
討

㈠
　
意
　
義

　
ア
ド
ラ
ー
と
Ａ
＆
Ｐ
と
の
間
で
な
さ
れ
た
応
酬
は
、
双
方
が
従
来
の
憲
法
論
を
超
え
る
哲
学
的
議
論
を
各
々
の
主
張
の
前
提
と
し
て
い

る
こ
と
が
手
伝
っ
て
、
入
り
組
ん
だ
難
解
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
応
酬
は
必
ず
し
も
嚙
み
合
っ
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
非

生
産
的
な
対
立
と
言
え
る
部
分
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
表
示
理
論
の
実
相
を
解
明
し
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
混
迷
さ
せ
た
と
評
し
て

も
過
言
で
は
な
い
。
と
は
言
え
、
両
者
の
主
張
を
紐
解
く
こ
と
で
表
示
理
論
の
意
義
と
今
後
の
課
題
を
析
出
す
る
こ
と
は
尚
も
可
能
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
節
で
は
先
ず
、
Ａ
＆
Ｐ
の
共
著
論
文
に
対
す
る
ア
ド
ラ
ー
の
再
批
判
を
紹
介
し
つ
つ
、
両
者
の
論
争
に
一
定
の

評
価
を
下
す
。
次
に
、
レ
ッ
シ
グ
が
主
題
化
し
た
社
会
規
範
を
通
じ
た
間
接
規
制
問
題
（「
社
会
規
範
論
」
と
言
う
）
と
こ
の
表
示
理
論
と

が
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
、
筆
者
な
り
の
見
解
を
提
示
し
た
い
。

1　

ア
ド
ラ
ー
か
ら
の
再
批
判
と
そ
の
当
否

　
ア
ド
ラ
ー
は
自
身
の
最
初
の
批
判
論
文
と
そ
れ
に
対
す
る
Ａ
＆
Ｐ
の
反
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
の
同
じ
号
に
短
い
再
批
判

論
文
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
論
点
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
は
表
示
の
理
解
の
仕
方
を
巡
る
対
立
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
は
何
を
「
害

悪
」
と
見
る
か
の
対
立
に
つ
い
て
で
あ
る
。
論
点
ご
と
に
ア
ド
ラ
ー
の
批
判
を
紹
介
し
、
筆
者
な
り
の
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

　
先
ず
、「
表
示
」
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
、
ア
ド
ラ
ー
は
Ａ
＆
Ｐ
の
反
論
を
受
け
て
大
要
次
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
。
自
分
が
定
式

化
し
た
表
示
は
言
語
的
意
味
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
Ａ
＆
Ｐ
の
反
論
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
彼
ら
の
表
示
理
論
は
非
言
語
的
意
味

に
（
も
）
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
の
批
判
は
Ａ
＆
Ｐ
の
表
示
理
論
に
は
当
て
嵌
ら
な
い
。
だ
が
反
対
に
、
表
示
を
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言
語
的
意
味
と
捉
え
る
よ
う
な
表
示
理
論
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
Ａ
＆
Ｐ
は
反
証
を
試
み
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
尚
も
自
分
の
批
判

が
妥
当
し
て
い
る
。
言
語
的
意
味
に
表
示
を
限
定
す
る
よ
う
な
見
解
が
理
論
と
し
て
は
成
立
し
な
い
こ
と
が
論
証
で
き
た
点
に
お
い
て
私

見
に
は
依
然
学
問
的
価
値
が
あ
る
、
と）
42
（

。

　
こ
の
応
答
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
結
局
ア
ド
ラ
ー
と
Ａ
＆
Ｐ
と
の
対
立
の
殆
ど
は
そ
の
冒
頭
か
ら
擦
れ
違
い
に
終
わ
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
何
を
「
表
示
」
と
見
做
す
か
と
い
う
表
示
理
論
の
定
義
部
分
に
お
い
て
既
に
両
者
の
議
論
は
嚙
み
合
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
双
方
が
膨
大
な
分
量
で
応
酬
を
繰
り
広
げ
た
割
に
は
実
り
の
少
な
い
論
戦
で
あ
っ
た
。
ア
ド
ラ
ー
が
言
う
よ
う
に
、

表
示
理
論
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
定
式
化
に
も
幾
つ
か
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
）
43
（

ろ
、
彼
が
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
従
前
の

見
解
を

─
そ
れ
ま
で
の
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
見
解
が
反
論
文
で
描
か
れ
た
よ
う
な
明
確
さ
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て

─
誤
解

す
る
こ
と
に
も
理
由
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
や
は
り
ピ
ル
デ
ィ
ス
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
ア
ド
ラ
ー
の
定
式
は
無
理
が

あ
っ
た
と
評
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
言
う
の
も
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
表
示
的
害
悪
を
当
初
主
張
し
た
論
文
は
第
二
章
で
紹

介
し
た
よ
う
に
、
異
様
な
選
挙
区
割
り
の
形
が
表
明
す
る
表
示
を
憲
法
上
問
題
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
選
挙
区
割
り
の
形
が
言
語
的
意

味
を
持
つ
と
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
さ
え
考
え
に
く
い
か
ら
、
ア
ド
ラ
ー
が
批
判
を
展
開
す
る
に
際
し
て
前
提
と
し
た
表
示
理
論
の
定
式

は
少
な
く
と
も
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
対
し
て
妥
当
し
な
い
こ
と
が
当
初
よ
り
明
ら
か
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
、

種
々
の
表
示
理
論
を
統
一
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
ア
ド
ラ
ー
の
仕
事
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
に
対
す
る
批
判
の

仕
方
は
藁
人
形
論
法
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
で
は
両
者
の
応
酬
に
全
く
意
味
が
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
真
の
対
立
は
ど
の
時
点
で
法
的
な
問
題
と
し
て
の
「
害

悪
」
を
認
め
る
か
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
れ
が
憲
法
的
統
制
を
行
な
う
範
囲
の
違
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
次
に
こ
の
点
に
関
す
る
両
者

の
相
違
を
見
よ
う
。

　
ア
ド
ラ
ー
は
、
Ａ
＆
Ｐ
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
害
悪
の
特
殊
性
を
無
視
し
て
い
る
と
の
批
判
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
応
答
す
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る
。
Ａ
＆
Ｐ
は
、
或
る
人
Ｘ
が
他
者
Ｙ
に
不
適
切
な
「
Ｍ
」
と
い
う
言
語
的
意
味
の
あ
る
行
為
を
行
い
、
Ｙ
が
Ｍ
を
理
解
し
た
と
き
Ｘ
が

Ｙ
に
対
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
害
悪
を
発
生
さ
せ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
）
44
（

る
。
こ
れ
は
自
分
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
言
語
的
意
味
の

表
示
」
で
あ
り
、
自
分
の
批
判
が
依
然
と
し
て
妥
当
す
る
。
即
ち
、
仮
に
何
ら
か
の
表
示
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
個
人
の

選
好
や
快
楽
、
文
化
的
・
社
会
的
地
位
に
は
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
表
示
自
体
に
害
悪
性
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
憲
法
上
望
ま
し
く
な
い
表
示
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
害
悪
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
具
体
的
な
精
神
的
苦
痛

や
、
当
該
社
会
で
の
現
実
的
不
利
益
が
あ
っ
て
初
め
て
害
悪
あ
り
と
言
え
）
45
（
る
。
表
示
理
論
の
言
う
「
表
示
」
は
上
記
不
利
益
を
考
え
る
上

で
の
考
慮
要
素
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
、
と）
46
（

。

　
こ
こ
で
の
対
立
は
表
示
自
体
に
憲
法
的
害
悪
を
見
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
憲
法
上
不
当
と
評
価
さ
れ
る
表
示
が
あ
れ
ば
、
そ
れ

が
い
か
な
る
効
果
を
持
っ
て
い
よ
う
と
も
表
示
が
な
さ
れ
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
害
悪
で
あ
り
違
憲
と
す
る
Ａ
＆
）
47
（

Ｐ
と
、
そ
う
し
た
表
示
が

現
実
の
害
悪
の
発
生
に
影
響
し
た
こ
と
が
判
明
し
て
初
め
て

─
そ
し
て
そ
の
発
生
は
他
の
要
素
に
依
存
す
る
偶
発
的
な
も
の
で
あ
る

─
そ
の
表
示
が
違
憲
の
評
価
を
受
け
る
と
す
る
ア
ド
ラ
ー
と
の
、
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
対
立
が
こ
こ
に
あ
）
48
（

る
。
こ
の
対
立
を
憲
法
論
と
し

て
評
価
す
る
た
め
に
は
、
表
示
と
害
悪
と
の
関
係
を
改
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
。
憲
法
論
と
し
て
、
と
り
わ
け
私
人
の
自
由
・
権
利
の
保

障
の
た
め
の
理
論
と
し
て
、
な
ぜ
表
示
が
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

2　

社
会
規
範
論
と
の
関
係

　
そ
う
し
た
問
い
へ
の
回
答
と
し
て
社
会
規
範
論
と
の
接
続
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
レ
ッ
シ
グ
は
現
代

国
家
が
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
裏
付
け
ら
れ
た
法
に
よ
っ
て
我
々
の
行
為
を
禁
止
・
義
務
付
け
る
直
接
規
制
に
加
え
て
、
そ
の
他
の
規
制
装
置

を
用
い
て
法
が
間
接
的
に
我
々
の
行
動
を
制
約
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
法
が
社
会
規
範
に
影
響
を
与
え
た
結
果
、
国
家

は
法
に
よ
る
直
接
の
強
制
な
し
に
人
々
の
行
動
を
事
実
上
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
の
が
彼
の
主
張
で
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あ
る
。
こ
う
し
た
一
種
の
統
治
技
法
と
し
て
社
会
規
範
を
用
い
る
方
途
は
、
効
果
的
な
統
治
の
手
段
と
し
て
用
い
う
る
一
方
で
、
私
人
の

自
由
を
実
質
的
に
狭
め
る
形
で
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
。
後
者
の
よ
う
な
言
わ
ば
迂
回
的
な
国
家
規
制
に
対
し
て
も
憲
法
的
統
制
を
及
ぼ

す
た
め
の
理
論
構
築
を
企
図
す
る
の
も
社
会
規
範
論
の
目
的
の
一
つ
で
あ
）
49
（
る
。

　〈
法
↓
社
会
規
範
↓
私
人
の
行
動
の
規
制
〉
と
い
う
繫
が
り
を
考
え
た
と
き
、〈
法
↓
私
人
へ
の
禁
止
・
義
務
付
け
〉
と
い
う
直
接
規
制

を
念
頭
に
置
い
て
き
た
従
来
の
（
憲
）
法
理
論
は
こ
の
間
接
規
制
を
適
切
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
レ
ッ
シ
グ
が
敢
え

て
間
接
「
規
制
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
従
来
の
法
学
で
こ
う
し
た
事
態
が
「
規
制
」
だ
と
は
見
做
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に

対
す
る
反
発
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
従
来
の
法
学
で
は
、
こ
う
し
た
規
制
態
様
で
は
法
的
次
元
で
の
制
約
は
な
い
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
法
は

直
接
に
は
私
人
の
行
動
を
何
ら
規
制
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
共
同
体
の
社
会
規
範
に
自
主
的
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
。

こ
の
場
合
、
憲
法
論
と
し
て
は
事
実
上
の
不
利
益
が
甚
大
な
場
合
に
「
事
実
上
の
制
約
」
と
し
て
例
外
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
が
関
の
山

で
あ
ろ
）
50
（
う
。

　
法
の
表
示
理
論
一
般
は
こ
の
よ
う
な
社
会
規
範
を
通
じ
た
間
接
規
制
の
機
序
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
貢
献
を
な
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
即
ち
、
こ
の
理
論
は
法
の
表
示
と
い
う
側
面
が
直
接
規
制
と
は
異
な
る
形
で
私
人
に
対
し
て
影
響
力
を
持
ち
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
更
に
こ
う
し
た
法
の
表
示
に
よ
る
影
響
力
行
使
が
私
人
の
行
動
を
有
意
に
変
え
う
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
社
会
規
範
を
通
じ
た

私
人
の
行
動
の
規
制
が
法
的
に
無
関
心
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
確
か
に
法
の
影
響
の
下
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
理
論
的
に
説
明
す
る
の

で
あ
る
。
人
々
に
対
し
て
違
憲
の
表
示
を
行
な
う
こ
と
が
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
ざ
る
状
態
を
招
く
行
為
へ
と
人
々
を
誘
導
し
う
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
う
し
た
表
示
自
体
に
憲
法
上
の
害
悪
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
表
示
理
論
一
般
の
憲
法
論
と
し
て
の
意
義
で

あ
る）
51
（

。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
Ａ
＆
Ｐ
に
向
け
ら
れ
た
、
な
ぜ
表
示
に
着
目
す
る
の
か
の
理
由
が
不
明
で
あ
）
52
（
る
、
と
の
疑
問
に
一
定
の
応

答
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
彼
ら
が
言
う
程
に
強
い
表
示
理
論
を
採
用
す
る
理
由
を
見
つ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
と
し
て
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も
、
法
の
表
示
に
影
響
を
受
け
た
人
々
の
行
動
が
実
際
に
変
化
し
た
（
社
会
規
範
が
変
わ
っ
た
）
タ
イ
ミ
ン
グ
で
害
悪
が
発
生
し
て
い
る
、

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
り
、
実
際
、
社
会
規
範
論
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
構
成
を
採
る
方
が
素
直
で
あ
る
。
Ａ
＆
Ｐ
の
理
論

の
憲
法
論
と
し
て
の
特
徴
は
害
悪
発
生
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
従
来
よ
り
格
段
に
早
め
る
こ
と
で
、
憲
法
的
統
制
の
機
会
を
早
期
化
し
て
い
る

点
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
憲
法
実
践
の
少
な
く
と
も
一
部
を
説
明
で
き
、
そ
れ
故
従
来
の
法
理
を
拡
張
な
い
し
類
推
的
に
応
用
で
き
る
点
、

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
強
い
主
張
を
し
た
た
め
に
問
題
を
孕
む
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

㈡
　
論
　
点

　
Ａ
＆
Ｐ
の
共
著
論
文
は
ア
ド
ラ
ー
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
応
答
に
一
定
程
度
成
功
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
強
い
主
張
か
ら
「
他
の
表

示
主
義
法
学
が
自
覚
的
に
意
図
し
て
き
た
も
の
を
明
ら
か
に
超
え
）
53
（

る
」
と
評
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
Ａ
＆
Ｐ
の
表
示
理
論
を
批
判
的

に
検
討
し
、
彼
ら
の
説
が
そ
の
ま
ま
で
は
採
用
で
き
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
通
じ
て
現
れ
る
表
示
理
論
一
般
が
解
明
す

べ
き
論
点
に
つ
い
て
も
提
示
す
る
。

1　

表
示
の
客
観
性
と
道
徳
理
論
上
の
前
提
と
の
齟
齬

　
第
一
に
、
表
示
＝
行
為
の
公
的
意
味
は
話
者
の
意
図
で
も
受
話
者
の
理
解
で
も
、
共
同
体
構
成
員
の
共
有
理
解
で
さ
え
な
い
、
と
い
う

彼
ら
の
表
示
に
対
す
る
強
い
客
観
性
の
標
榜
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
表
示
は
態
度
の
表
明
で
あ
り
、
そ

れ
は
行
為
理
由
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
人
は
適
切
な
態
度
を
表
す
行
為
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
道
徳
理
論

上
の
前
提
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
と
こ
の
強
い
客
観
性
の
標
榜
と
の
間
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

表
示
＝
態
度
の
表
明
が
行
為
理
由
に
な
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
行
為
の
観
察
者
は
そ
う
し
た
表
示
の
内
容
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
こ
の
点
Ａ
＆
Ｐ
は
、
表
示
＝
行
為
の
公
的
意
味
は
共
同
体
の
構
成
員
に
よ
っ
て
現
に
認
識
さ
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
主
張
し
て
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い
る
が
、
そ
の
場
合
、
あ
る
行
為
の
表
示
は
最
早
行
為
理
由
に
な
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
表
示
が
現
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
或
る
行
為
が
持
つ
態
度
も
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
な
ら
ば
人
々
は
当
該
行
為
の
表
示
か
ら
行
為
理
由
を
読
み

取
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
）
54
（
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
の
道
徳
理
論
上
の
前
提
か
ら
見
て
「
表
示
」
に
こ
こ
ま
で
の
強
い
客
観
性
を
要

求
す
る
更
な
る
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
説
明
は
Ａ
＆
Ｐ
の
論
文
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

2　

表
示
の
探
求
方
法

　
第
二
に
、
そ
の
よ
う
に
厳
に
客
観
的
な
存
在
で
あ
る
表
示
＝
行
為
の
公
的
意
味
に
一
体
ど
の
よ
う
に
ア
ク
セ
ス
す
れ
ば
良
い
か
が
問
題

と
な
る
。
こ
れ
は
表
示
理
論
一
般
の
論
点
で
も
あ
る
。
こ
の
点
、
Ａ
＆
Ｐ
は
そ
れ
が
解
釈
問
題
で
あ
る
こ
と
に
は
言
及
す
る
も
の
の
、
具

体
的
な
解
釈
の
方
法
、
即
ち
表
示
の
探
求
方
法
を
明
示
し
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
表
示
理
論
は
現
実
の
運
用
可
能
性
を
獲
得
で
き
な
い

だ
ろ
う
。

　
た
だ
、
手
掛
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
は
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
に
言
及
す
る
文
脈
で
、「
表
示
理
論
の
全
て
の
品
質

保
証
（hallm

ark

）
が
国
教
樹
立
禁
止
法
理
に
あ
）
55
（
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
と
表
示
理
論
の
親
和
性
を

示
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
更
に
読
み
解
い
て
、
こ
の
テ
ス
ト
の
提
唱
者
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
の
用
い
た
「
客
観
的
観
察
者objective 

observer

」
と
い
う
仮
想
的
人
物
の
立
場
か
ら
表
示
の
内
容
を
認
識
す
る
方
法
を
彼
ら
は
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
理
解
す
る

論
者
が
い
）
56
（

る
。

　
な
ら
ば
、
こ
の
客
観
的
観
察
者
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
判
例
が
断
り
な
く
互
換
的
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
「
合
理
的
観
察

者reasonable observer

」
の
考
え
方
を
洗
練
さ
せ
て
い
く
ア
プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
。
現
に
学
説
で
は
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
り
表
示
の
探
求
方
法
を
具
体
化
さ
せ
て
い
く
研
究
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
絶
え
ざ
る
対
話
に
よ
っ
て
表
示
の
意
味
を
確
定
し
て
い
こ

う
と
す
る
デ
ボ
ラ
・
ヘ
ル
マ
ン
、
裁
判
上
の
実
体
的
・
手
続
的
制
約
を
課
す
こ
と
で
裁
判
官
の
表
示
の
認
定
過
程
の
合
理
性
・
客
観
性
を
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担
保
し
よ
う
と
す
る
ジ
ェ
シ
ー
・
ヒ
ル
が
い
る
。
ま
た
、
表
示
理
論
の
構
成
そ
の
も
の
に
は
批
判
的
な
も
の
の
、
そ
の
問
題
設
定
に
は
見

る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
批
判
的
に
継
受
し
、
少
数
者
の
視
点
か
ら
国
家
の
不
当
な
動
機
を
捉
え
よ
う
と
す
る
マ
イ
ケ
ル
・
ド
ー
フ

の
よ
う
な
論
者
も
存
在
す
）
57
（
る
。
こ
う
し
た
表
示
理
論
の
問
題
意
識
を
受
け
継
い
だ
論
者
た
ち
に
よ
る
現
在
ま
で
続
く
研
究
を
包
括
的
に
渉

猟
し
、
当
該
理
論
の
発
展
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

3　

司
法
審
査
に
お
け
る
表
示
審
査
の
位
置
付
け

　
第
三
に
、
こ
れ
も
表
示
理
論
一
般
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
表
示
の
司
法
審
査
で
の
位
置
付
け
、
即
ち
表
示
の
違
憲
審
査
の
方
法
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
実
は
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
独
自
の
司
法
審
査
理
論
を
提
出
し
て
い
る
。「
構
造
的
権
利
観structural 

conception of rights

」
と
彼
が
呼
ぶ
権
利
観
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
そ
う
し
た
審
査
方
法
は
、
権
利
の
機
能
を
比
較
衡
量
に
お
け
る
重

り
で
は
な
く
、
法
や
政
府
行
為
の
理
由
を
画
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
う
し
た
理
由
統
制
に
よ
っ
て
違
憲
審
査
を
行
な
お
う
と
す
る
も

の
で
あ
）
58
（

る
。
つ
ま
り
、
憲
法
が
許
容
し
な
い
「
排
除
さ
れ
る
べ
き
理
由exclusionary reas

）
59
（

ons

」
を
法
や
政
府
行
為
が
有
し
て
い
な
い

か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
が
本
当
の
違
憲
審
査
だ
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
、
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
実
践
は
違
憲
審
査
基
準
と
し

て
定
式
化
さ
れ
た
比
較
衡
量
だ
と
見
ら
れ
が
ち
だ
が
、
実
際
に
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
が
行
な
っ
て
い
る
の
は
自
身
が
提
唱
す
る
よ
う
な
理

由
統
制
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
理
由
統
制
の
一
つ
と
し
て
表
示
の
違
憲
性
を
も
審
査
す
る
、
と
い
う
の
が
彼
の

司
法
審
査
論
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
目
的
手
段
審
査
と
呼
ば
れ
る
審
査
方
法
に
お
け
る
、
目
的
審
査
の
重
点
化
と
同
一
視
し
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
が
比
較
衡
量
で
は
な
く
実
は
理
由
統
制
を
ず
っ
と
行
な
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
彼
の
理
解
に
筆
者
は
強
い
疑
念
を

抱
い
て
お
り
、
彼
の
主
張
は
控
え
め
に
言
っ
て
も
強
弁
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
法
の
表
示
を
審
査
す
る

た
め
の
審
査
方
法
を
新
た
に
導
入
す
る
と
し
て
、
従
来
の
司
法
審
査
理
論
と
の
関
係
で
留
意
す
べ
き
点
を
二
つ
挙
げ
た
い
。

　
一
つ
は
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
が
Ａ
＆
Ｐ
共
著
論
文
で
挙
げ
て
い
た
表
示
理
論
が
機
能
し
て
い
る
と
い
う
実
例
は
、
日
本
で
言
う
と
こ
ろ
の
客
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観
法
的
統
制
が
な
さ
れ
て
い
る
領
域
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
平
等
や
政
教
分
離
の
よ
う
な
領
域
は

─
主
観
的
権
利
構

成
を
支
持
す
る
学
説
は
あ
る
も
の
の

─
客
観
法
的
原
理
に
基
づ
い
た
司
法
審
査
が
な
さ
れ
て
い
る
領
域
で
あ
）
60
（

る
。
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
そ
れ

を
超
え
て
、
全
て
の
自
由
・
権
利
に
つ
き
表
示
理
論
に
基
づ
く
違
憲
審
査
が
可
能
で
あ
る
と
の
主
張
を
お
そ
ら
く
維
持
し
て
い
る
が
、
そ

の
場
合
、
典
型
的
な
主
観
的
権
利
と
さ
れ
る
も
の

─
例
え
ば
表
現
の
自
由

─
の
司
法
審
査
に
お
い
て
表
示
理
論
が
持
つ
意
義
の
説
明

が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
は
、
従
来
の
目
的
手
段
審
査
に
お
け
る
目
的
審
査
と
、
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
言
う
理
由
統
制
、
そ
し
て
そ
の
一
部
と
し
て
の
表
示

審
査
は
構
造
上
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
目
的
審
査
と
理
由
審
査
を
同
一
視
し
て
良
い
の
か
ど
う
か
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
確
か
に
、
日
本
に
お
い
て
も
目
的
手
段
審
査
を
研
究
す
る
論
者
の
中
に
、
違
憲
の
規
制
が
な
さ
れ
易
い
領
域
に
お
い
て

厳
格
審
査
を
発
動
し
、
手
段
と
の
関
連
性
を
厳
密
に
審
査
す
る
こ
と
で
違
憲
な
動
機
の
炙
り
出
す
と
主
張
す
る
形
で
、
法
や
政
府
行
為
の

理
由
に
着
目
す
る
者
が
い
）
61
（
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
目
的
手
段
審
査
に
お
け
る
機
能
の
一
つ

0

0

0

0

0

で
は
あ
っ
て
も
、
目
的
審
査
そ
の
も
の
で
は
な

い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
違
憲
な
動
機
の
炙
り
出
し
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
厳
格
審
査
に
よ
っ
て
手
段
違
憲
と
な
っ
た
場
合

に
、
そ
れ
が
違
憲
な
目
的
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
目
的
は
実
際
に
必
要
最
小
限
だ
っ
た
が
手
段
が
行
き
過
ぎ
て
い
た
の
か
、
を

区
別
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
）
62
（

る
。
こ
の
疑
問
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
む
し
ろ
、

目
的
手
段
審
査
と
い
う
審
査
方
法
の
眼
目
は
、
明
瞭
な
目
的
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
合
憲
と
な
る
よ
う
な
目
的
を
認
定
し
た
上
で

手
段
と
の
関
連
性
を
み
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
手
段
審
査
に
お
け
る
利
益
衡
量
が
中
核
な
の
で
あ
り
、
目
的
審
査
の
主
た
る
役
割
は
手

段
審
査
の
前
件
と
し
て
そ
の
実
質
化
に
貢
献
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
目
的
審
査
に
お
い
て
は
、「
審
査
」
の
名
に
も
拘
ら
ず

そ
れ
単
独
で
違
憲
判
断
を
導
く
こ
と
が
多
く
は
な
）
63
（
い
。

　
次
に
、
仮
に
目
的
審
査
と
理
由
審
査
を
同
一
線
上
で
考
え
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
表
示
審
査
と
が
同
じ
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
法

そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
と
さ
れ
る
表
示
と
、
そ
う
し
た
法
が
形
成
さ
れ
た
背
景
を
指
す
理
由
と
は
、
自
ず
か
ら
概
念
を
異
に
す
る
は
ず
で
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あ
る
。
ピ
ル
デ
ィ
ス
は
構
造
的
権
利
観
に
基
づ
く
違
憲
審
査
を
幾
つ
か
の
裁
判
例
を
用
い
て
実
演
し
て
見
せ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
実
態

は
理
由
統
制
の
例
と
表
示
統
制
の
例
と
の
混
在
で
あ
る
。
本
来
異
な
る
は
ず
の
両
統
制
が
特
段
の
説
明
も
な
く
目
的
審
査
に
配
置
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
読
め
、
結
果
、
彼
が
い
か
な
る
審
査
手
法
を
構
想
し
て
い
る
の
か
不
明
瞭
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
す
れ
ば
、
仮
に
表
示
を
違
憲
審
査
の
俎
上
に
載
せ
る
と
し
て
も
、
従
前
の
目
的
審
査
の
枠
組
み
で
そ
れ

を
す
る
の
は
困
難
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
手
段
審
査
と
関
連
付
け
ら
れ
な
い
独
自
の
表
示
審
査
の
手
法
が
新
た
に
必
要
と
な
ろ
う
。

六
　
結

　
本
稿
は
、
法
の
表
示
理
論
を
唱
え
る
主
要
論
者
と
そ
れ
に
対
す
る
根
源
的
批
判
者
の
応
答
を
素
材
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
理
論
の
憲
法

論
と
し
て
の
意
義
や
論
点
を
析
出
し
た
。
検
討
の
結
果
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
表
示
理
論
の
明
晰
さ
で
は
な
く
難
解
さ
だ
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
表
示
理
論
は
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
規
制
論
や
同
性
婚
の
可
否
を
め
ぐ
る
問
題
等
、
現
代
の
憲
法
問
題
に
も
応
用

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
の
潜
在
力
を
正
し
く
評
価
す
る
と
い
う
作
業
は
尚
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
今
後
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
論
者
以
外
の
表
示
理
論
を
通
覧
し
、
そ
の
総
体
を
把
握
し
た
上
で
表
示
理
論
の
擁
護
可
能
性
を
検
討
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
は
、
五
㈡
で
挙
げ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
の
検
討
が
憲
法
論
と
し
て
こ
の
理
論
を
評
価
し
て
い
く
上
で
重
要
と
な
る

だ
ろ
う
。

（
1
）  

他
に
は
例
え
ば
、
法
の
「
表
示
的
機
能 expressive function

」（C. R. Sunstein

）
と
か
、「
表
示
的
次
元expressive dim

ension

」（D. 
H
ellm
an

）、「
表
示
力expressive pow

ers

」（R. H
. M
cAdam

s

）
と
い
っ
た
言
い
方
が
な
さ
れ
る
。

（
2
）  See Law

rence Lessig, CO
D
E V

ersio
n 2.0 

（2006

）. 

社
会
規
範
を
通
じ
た
間
接
規
制
問
題
の
憲
法
論
的
検
討
と
し
て
は
、
瑞
慶
山
広
大
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「
統
治
技
法
と
し
て
の
社
会
規
範
─
「
間
接
規
制
」
の
憲
法
的
統
制
の
た
め
の
視
座
構
築
」
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
五
七
号

（
二
〇
一
七
）
九
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
3
）  

“expressive

” 

の
訳
語
と
し
て
「
表
示
」
と
い
う
筆
者
独
自
の
選
択
し
た
こ
と
に
つ
き
一
言
述
べ
て
お
く
。
こ
の
訳
語
で
最
も
多
く
見
ら
れ
る

の
は
「
表
現
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
現
の
自
由
論
と
必
然
的
な
関
連
が
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
の
を
避
け
た
い
等
の
理
由
に
よ
り
こ
の
語
は
採
用

し
な
か
っ
た
。
ま
た
、「
表
出
」
と
の
訳
語
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
訳
語
も
メ
タ
倫
理
学
上
の
主
張
で
あ
る
「
表
出
主
義expressivism

」

と
の
関
連
を
想
起
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
り
、
選
択
し
な
か
っ
た
。
“expressive

” 

が
「
表
示
」
と
い
う
の
は
や
や
奇
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
の
名
詞
形 

“expression

” に
は
「
表
示
」
と
い
う
訳
語
が
辞
書
で
見
つ
か
る
か
ら
許
容
範
囲
内
だ
と
考
え
る
。

（
4
）  Joel Feinberg, The Expressive Function of Punishm

ent, in his D
o

in
g &
 D

eserv
in

g: E
ssays in th

e T
h

eo
ry o

f R
espo

n
sibility 

95 -118 （1970
）.

（
5
）  Id. at 98.

（
6
）  Brow

n v. Board of Education of Topeka, 347 U. S. 483, 494 （1954

） （em
phasis added

）.

（
7
）  Lynch v. D

onnelly, 465 U. S. 668, 688 （1984

） （O

’Connor, J., concurring

） （em
phasis and bracket added

）.

（
8
）  See K

en
n

eth K
a

rst, L
a

w

’s P
ro

m
ise, L

a
w

’s E
xpressio

n: V
isio

n
s o

f P
o

w
er in T

h
e P

o
litics o

f R
a

ce, G
en

d
er a

n
d R

elig
io

n 

（1993

）.

（
9
）  

安
西
文
雄
「
平
等
保
護
お
よ
び
政
教
分
離
の
領
域
に
お
け
る
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
害
悪
」」
立
教
法
学
四
四
巻
（
一
九
九
六
）
八
一
頁
以
下
、
福

嶋
敏
明
「
法
・
政
府
行
為
の
表
現
的
次
元
と
そ
の
問
題
性
に
関
す
る
一
考
察
─
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
「
法
の
表
現
理
論
」
を
め
ぐ
る
議
論

状
況
」
早
稲
田
法
学
会
誌
五
四
巻
（
二
〇
〇
四
）
二
一
五
頁
以
下
、
志
田
陽
子
『
文
化
戦
争
と
憲
法
理
論
─
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
相
剋
と
模

索
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
）
等
を
参
照
。
特
に
福
嶋
論
文
は
本
稿
が
メ
イ
ン
で
取
り
上
げ
る
ア
ド
ラ
ー
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
＝
ピ
ル
デ
ィ
ス

と
の
応
酬
を
精
確
か
つ
簡
潔
に
要
約
し
、
憲
法
論
的
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
執
筆
に
際
し
大
い
に
助
け
て
い
た
だ
い
た
。
本
稿
は
こ

の
福
嶋
論
文
で
描
か
れ
た
上
記
応
酬
を
筆
者
の
問
題
関
心
の
観
点
か
ら
僅
か
に
補
足
し
、
そ
れ
に
対
し
て
よ
り
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加
え
る
試
み

で
あ
る
。

（
10
）  Cass R. Sunstein, O

n the Expressive Function of Law, 144 U. P
a. L. R

ev. 2021 （1996

）. 

サ
ン
ス
テ
ィ
ン
は
こ
の
テ
ー
マ
を
扱
う
上

で
逸
す
べ
か
ら
ざ
る
論
者
で
あ
り
、
ア
ド
ラ
ー
も
批
判
対
象
に
彼
を
含
め
て
い
る
。
し
か
し
紙
幅
の
都
合
上
、
サ
ン
ス
テ
ィ
ン
の
論
の
紹
介
と
検

討
は
全
面
的
に
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
彼
の
理
論
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ
る
。
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（
11
）  Richard H

. Pildes and Richard G. N
iem
i, Expressive H

arm
s, 

‘Bizarre D
istricts,

’ and Voting Rights: Evaluating Election-
D
istrict A

ppearances A
fter Shaw v. Reno, 92 M

ich. L. R
ev. 483, 506 -07 （1993

）.
（
12
）  Shaw

 v. Reno, 509 U. S. 630 

（1993

）. 

本
判
決
の
邦
語
評
釈
と
し
て
、
安
西
文
雄
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
六
三
号
（
一
九
九
五
）
一

一
八
頁
以
下
、
浅
香
吉
幹
「
判
批
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
九
五
―
一
号
（
一
九
九
五
）
一
三
二
頁
以
下
。

（
13
）  
差
戻
し
事
案
は
そ
の
後
再
び
最
高
裁
に
係
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
本
件
区
割
り
は
厳
格
審
査
を
通
過
で
き
な
い
と
し
て
違
憲
と
判
断
さ
れ

た
。Shaw

 v. H
unt, 517 U. S. 899 （1996

）.

（
14
）  Pildes &

 N
iem
i, supra note 11, at 500 -03.

（
15
）  

「
表
示
」
の
定
式
に
係
る
部
分
に
つ
き
、M

atthew
 D. Adler, Expressive Theories of Law: A

 Skeptical O
verview, 148 U. P

a. L. R
ev. 

1363, 1384 -1401 （2000

）.

（
16
）  

言
語
的
意
味
が
証
拠
と
な
る
よ
う
な
行
動
・
出
来
事
・
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。Id. at 1384 -85.

（
17
）  

精
確
な
定
義
は
次
の
通
り
。「
或
る
共
同
体
に
お
い
て
、
x
と
い
う
発
話
が
p
を
意
味
す
る
の
は
、
当
該
共
同
体
に
お
い
て
、
そ
の
p
を
意
味

す
る
た
め
に
x
を
用
い
る
と
い
う
規
約
（a convention

）
が
普
及
し
て
い
る
場
合
、
か
つ
そ
の
場
合
の
み
で
あ
る
」。Id. at 1349.

（
18
）  

ア
ド
ラ
ー
が
表
示
＝
言
語
的
意
味
の
理
解
と
し
て
話
者
意
味
を
退
け
る
の
は
、
法
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
場
合
、
法
の
「
話
者
」
は
議
会
や
政

府
の
よ
う
な
団
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
統
一
的
な
意
思
を
見
い
出
す
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
法
の
定
立
・
適
用
に
関

わ
る
主
体
＝
組
織
に
意
思
を
持
つ
た
め
の
精
神
は
な
い
。
ま
た
、
組
織
の
構
成
員
と
い
う
自
然
人
の
意
思
に
還
元
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
組
織
の
構
成
員
の
意
思
が
単
一
で
あ
る
場
合
な
ど
皆
無
に
等
し
い
し
、
或
る
法
の
定
立
に
賛
成
し
た
者
達
の
間
で
さ
え
意
思
は
バ
ラ
バ

ラ
で
あ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
。
仮
に
共
通
意
思
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
文
意
味
に
よ
っ
て
し
か
判
明
し
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
表
示
の
受
け

手
が
最
も
ア
ク
セ
ス
可
能
な
意
味
は
文
意
味
で
あ
る
か
ら
、
法
制
定
者
・
執
行
者
の
意
図
を
問
題
に
す
る
余
地
は
尚
更
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

Id. at 1389 -93.

（
19
）  Id. at 1397.

（
20
）  

「
表
示
理
論
」
の
定
式
に
係
る
部
分
は
、id. at 1404

を
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
21
）  

「
表
示
と
は
言
語
的
意
味
で
あ
る
」
と
し
て
お
き
な
が
ら
言
語
的
意
味
を
持
た
な
い
行
為
を
も
含
め
よ
う
と
す
る
の
に
違
和
感
を
覚
え
る
向
き

も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
我
々
の
行
為
実
践
の
中
に
は
発
話
で
は
な
い
も
の
の
言
語
的
に
有
意
味
だ
と
言
え
そ
う
な
も
の
が
あ
る
。
典
型
的
に
は
「
頷

く
」
と
い
う
行
為
で
、
こ
れ
は
「
そ
の
通
り
」
と
発
話
し
た
の
と
同
じ
仕
方
で
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
い
う
る
。
こ
の
場
合
、
頷
く
行
為
は
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「
そ
の
通
り
」
と
発
話
し
た
の
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
示
理
論
は
政
府
に
よ
る
公
共
施
設
に
お
け
る
十
字
架
の
掲
出
の
よ
う
に

純
粋
な
発
話
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
も
の
も
表
示
に
含
め
て
い
る
。
こ
こ
で
の
ア
ド
ラ
ー
の
定
式
は
こ
う
し
た
行
為
を
も
表
示
に
含
め
る
た
め
の

対
処
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
対
処
に
も
拘
ら
ず
、
少
な
く
と
も
Ａ
＆
Ｐ
の
表
示
理
論
の
定
式
化
と
し
て
は
成
功
し
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
、
五
㈠

１
を
見
よ
。

（
22
）  
以
上
、Adler, supra note 15, at 1401 -03.

（
23
）  
以
上
の
説
明
は
、id. at 1428 -38

を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
24
）  

以
上
の
説
明
は
、id. at 1363 -48

を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
25
）  Elizabeth S. Anderson and Richard H

. Pildes, Expressive Theories of Law: A
 G
eneral Restatem

ent, 148 U. P
a. L. R

ev. 1503, 
1506 （2000

）.

（
26
）  Id. at 1506 -07.

（
27
）  Id. at 1508.

（
28
）  Id. 

但
し
、
表
示
と
区
別
す
べ
き
と
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
精
確
に
言
え
ば
表
示
の
一
類
型
で
あ
る
。
事
実
、
Ａ
＆
Ｐ
は
論
文
内
で

表
示
的
害
悪
の
中
で
も

0

0

0

0

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
害
悪
は
特
殊
で
あ
る
と
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
概
念

は
表
示
概
念
に
包
含
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。

（
29
）  Id. at 1508 -1514.

（
30
）  

こ
こ
で
、
団
体
は
精
神
状
態
を
持
つ
か
と
い
う
問
い
が
生
じ
、
Ａ
＆
Ｐ
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
論
文
上
で
言
及
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
紙
幅

の
都
合
か
ら
省
略
す
る
。See id. at 1520 -24. 

福
嶋
・
前
掲
注
（
9
）
二
四
二
〜
二
四
三
頁
を
も
参
照
。

（
31
）  Id. at 1529.

（
32
）  Id. at 1512 -13.

（
33
）  Id. at 1524 -25.

（
34
）  Id. at 1525.

（
35
）  Id.

（
36
）  Id.

（
37
）  Id. at 1525 -26.
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（
38
）  

Ａ
＆
Ｐ
は
、
こ
う
し
た
実
務
で
の
受
容
が
、
従
来
か
ら
実
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
き
た
ス
テ
ィ
グ
マ
論
（
平
等
）
や
エ
ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス

ト
（
政
教
分
離
）
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
制
や
州
際
通
商
条
項
の
解
釈
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
第
三
章
で
の
構
成
と
対

に
す
る
た
め
に
本
来
は
こ
の
部
分
も
紹
介
す
べ
き
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。See id. at 1531 -64. 

福
島
・
前
掲
注

（
9
）
二
四
六
〜
二
五
〇
頁
に
よ
る
要
約
も
参
考
に
さ
れ
た
い
。

（
39
）  Anderson &

 Pildes, supra note 25, at 1527 -30.

（
40
）  Id. at 1565 -70.

（
41
）  Id. at 1570 -75.

（
42
）  M

atthew
 D. Adler, Linguistic M

eaning, N
onlinguistic 

“Expression,

” and the M
ultiple Variants of Expressivism

: A
 Reply to 

Professors A
nderson and Pildes, 148 U. P

a. L. R
ev. 1577, 1577 -85 （2000

）.

（
43
）  Id. at 1577, 1585.

（
44
）  Id. at 1587 -90.

（
45
）  Id. at 1590 -91.

（
46
）  

し
か
し
、
ア
ド
ラ
ー
の
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
は
、
従
来
の
法
学
は
法
の
表
示
な
る
も
の
を
考
慮
要
素
の
一
つ
と
さ
え
考
え
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
等
保
護
条
項
に
お
け
る
ス
テ
ィ
グ
マ
論
も
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
お
け
る
エ

ン
ド
ー
ス
メ
ン
ト
テ
ス
ト
も
、
少
な
く
と
も
採
用
さ
れ
た
当
時
に
お
い
て
は
革
新
的
な
法
理
で
あ
っ
た
。
法
の
持
つ
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
違
憲
審
査
に

お
い
て
最
低
限
考
慮
要
素
の
一
つ
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
だ
け
で
既
に
、
表
示
理
論
は
一
定
の
憲
法
論
上
の

意
義
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
47
）  

Ａ
＆
Ｐ
の
立
場
が
、
表
示
の
社
会
で
の
受
け
止
め
ら
れ
方
の
よ
う
な
事
実
の
探
求
を
伴
わ
な
い
「
規
範
的
な
法
の
表
示
理
論
」
に
分
類
さ
れ
る

所
以
で
あ
る
。Richard H

. M
cAdam

s, T
h

e E
xpressiv

e P
o

w
ers o

f L
aw: T

h
eo

ries an
d L

im
its 15 （2015

）.

（
48
）  

福
島
・
前
掲
注
（
9
）
二
五
一
頁
も
両
者
の
対
立
は
結
局
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。

（
49
）  

具
体
例
を
含
め
た
よ
り
詳
細
な
検
討
は
、
瑞
慶
山
・
前
掲
注
（
2
）
一
〇
四
〜
一
二
二
頁
を
参
照
。

（
50
）  

問
題
を
換
言
す
れ
ば
、
規
制
態
様
が
直
接
的
な
も
の
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
場
合
、
ど
の
程
度
ま
で
を
自
由
・
権
利
の
「
制
約
」
と
認
定
す
る
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
問
題
関
心
と
は
直
接
関
係
し
な
い
ド
イ
ツ
の
議
論
を
素
材
と
す
る
論
攷
だ
が
、
制
約
概
念
の
拡
大
の
あ
り
方
に
つ

き
、
小
山
剛
「
間
接
的
な
い
し
事
実
上
の
基
本
権
制
約
」
法
學
新
報
一
二
〇
巻
一
＝
二
号
（
二
〇
一
三
）
一
五
五
頁
以
下
。
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（
51
）  

駒
村
圭
吾
は
自
由
の
秩
序
と
し
て
①
身
分
の
秩
序
、
②
権
利
義
務
の
秩
序
、
③
意
味
の
秩
序
を
挙
げ
る
。
駒
村
圭
吾
「《
基
調
報
告
》
国
家
と

文
化
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
〇
五
号
（
二
〇
一
〇
）
一
三
五
頁
。
彼
の
構
想
を
筆
者
な
り
に
用
い
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
従
来
、
①
と
②
の
文
脈

に
お
い
て
の
み
規
制
は
問
題
視
さ
れ
た
。
だ
が
、
自
由
の
保
障
を
考
え
る
上
で
は
③
も
無
視
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
③
の
秩
序
の
形
成
の
仕
方

に
よ
っ
て
も
人
々
の
行
動
は
変
化
す
る
の
で
あ
り
、
法
は
③
に
影
響
を
与
え
う
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
法
の
③
へ
の
影
響
力
行
使
も
ま
た
一

種
の
「
規
制
」
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
表
示
理
論
は
③
の
文
脈
で
の
法
の
振
る
舞
い
の
仕
方
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
の
可
能
性
を

持
つ
。

（
52
）  D

eborah H
ellm
an, Judging by A

ppearances: Professional Ethics, Expressive G
overnm

ent, and the M
oral Significance of H

ow 
Things Seem

, 60 M
d. L. R

ev. 653, 674 （2001

）.

（
53
）  Steven D. Sm

ith, Expressivist Jurisprudence and the D
epletion of M

eaning, 60 M
d. L. R

ev. 506, 509 （n.9

） （2001

）.

（
54
）  

理
由
は
異
な
る
が
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ス
ミ
ス
も
同
様
に
道
徳
理
論
上
の
前
提
と
表
示
へ
の
注
目
と
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

Id. at 567 -70.

（
55
）  Anderson &

 Pildes, supra note 25, at 1546.

（
56
）  B. Jessie H

ill, A
natom

y of the Reasonable O
bserver, B

ro
o

k. L. R
ev. 1407, 1418 -23 （2014

）.

（
57
）  D

eborah H
ellm
an, The Expressive D

im
ension of Equal Protection, 85 M

in
n. L. R

ev. 1 

（2000

）; H
ill, id.; M

ichel C. D
orf, 

Sam
e-Sex M

arriage, Second-Class Citizenship, and Law

’s Social M
eanings, 97 V

a. L. R
ev. 1267 （2012

）. 

こ
の
内
、
ヘ
ル
マ
ン
の

論
説
に
つ
い
て
は
、
福
嶋
・
前
掲
注
（
9
）
二
五
四
〜
二
五
五
頁
を
参
照
。

（
58
）  See Richard H
. Pildes, Avoiding Balancing: The Role of Exclusionary Reasons in Constitutional Law, 45 H

astin
g

s. L. J. 711 

（1994

）; do., W
hy Rights A

re N
ot Trum

ps: Social M
eanings, Expressive H

arm
s, and Constitutionalism

, 27 J. L
eg

al S
tu

d. 725 

（1998

）. 

権
利
論
の
観
点
か
ら
こ
の
見
解
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
駒
村
圭
吾
「
基
本
的
人
権
の
観
念
①
（
人
権
の
意
味
）」
小
山
剛
＝
同
編

『
論
点
探
求
憲
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
）
二
五
〜
二
七
頁
。

（
59
）  

こ
こ
で
の
ピ
ル
デ
ィ
ス
の
語
義
は
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ラ
ズ
を
参
照
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
と
異
な
る
た
め
、
訳
語
を
ラ
ズ
の
そ
れ
と
は
敢
え
て

違
え
た
。
ラ
ズ
の
言
う
「
排
除
理
由 exclusionary reason

」
に
つ
い
て
は
、see Jo

seph R
az, T

h
e A

u
th

o
rity o

f L
aw, Ch. 1 

（2d ed., 
2001

）.

（
60
）  

福
嶋
・
前
掲
注
（
9
）
二
五
三
頁
も
問
題
と
な
る
条
項
の
権
利
性
の
有
無
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
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（
61
）  

参
照
、
阪
口
正
二
郎
「
人
権
論
Ⅱ
・
違
憲
審
査
基
準
の
二
つ
の
機
能
―
憲
法
と
理
由
」
辻
村
み
よ
子
＝
長
谷
部
恭
男
編
『
憲
法
理
論
の
再
創

造
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
）
一
六
一
〜
一
六
八
頁
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
の
理
性
〔
増
補
新
装
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
）

一
〇
七
〜
一
〇
八
頁
。

（
62
）  
高
橋
和
之
『
体
系 

憲
法
訴
訟
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
）
二
三
七
頁
。

（
63
）  
と
は
言
え
勿
論
、
目
的
審
査
固
有
の
意
義
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
尊
属
殺
重
罰
規
定
違
憲
判
決
（
最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
四
日
刑
集

二
七
巻
三
号
二
六
五
頁
）
の
よ
う
に
、
立
法
目
的
が
一
様
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
、
そ
の
目
的
の
憲
法
適
合
性
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
る
こ

と
も
あ
る
。

瑞
慶
山　

広
大
（
ず
け
や
ま
　
こ
う
だ
い
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
慶
應
義
塾
大
学
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
サ
ー
チ
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
（
Ｋ
Ｇ
Ｒ
Ｉ
）
所
員

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
比
較
憲
法
学
会
、
日
本
法
哲
学
会

専
攻
領
域
　
　
憲
法

主
要
著
作
　
　 「
統
治
技
法
と
し
て
の
社
会
規
範

―
「
間
接
規
制
」
の
憲
法
的
統
制
の
た
め
の
視

座
構
築
」
慶
應
義
塾
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
五
七
号
（
二
〇
一
七
年
）


